


きょうと障害者文化芸術推進機構では、平成 29年度「共生の芸術祭 Hello 
World」を開催し、多くの方に足をお運びいただきました。出品者の方々、
開催にあたりご協力いただきました皆様、そしてご来場いただきました方々
に、この場をお借りして厚く御礼申しあげます。

本機構は、芸術文化活動を通じて障害者の理解と社会参加の促進、そして
共生社会の実現を目指して、平成 27年 12月に設立されました。昨年度は、
ギャラリースペース《ar t space co-jin》での展覧会やワークショップ、人
材育成講座等を継続的に開催いたしました。さらには障害のある方の芸術
作品のデジタルアーカイブ化の事業にも着手し、京都府内で生み出されて
いる感性豊かな作品の数々を、より多くの方に知っていただくための取り組
みにも力を入れております。

「共生の芸術祭」も当機構の重要な事業であり、平成 29年度は初めて、
京都府内三会場での同時開催が叶いました。イオンモール京都桂川での
「Hello World」展では、障害のある作家たちのユニークな視点に触れる
ことで、見慣れたはずの世界を新しく捉え直すきっかけになればと開催いた
しました。京都府立文化芸術会館での「虹の上をとぶ船—八戸から届く版
画の世界・坂本小九郎とこどもたち—」展は、八戸にて教員と生徒たちとの
協働により生み出された大画面で力強い版画作品を、関西地域にて一堂に
会するまたとない機会となりました。さらには ar t space co-jinにて、「ぼ
くはふたりいるんだ」と題して、平野智之という同姓同名の作家による二人
展を開催いたしました。本記録集は、これらの展示の様子を紹介するもの
です。

本機構では引き続き、障害の有無に関わらず、さまざまな人々が文化芸術を
通して相互理解を深める場を作りながら、より豊かな社会の創造に邁進し
ていきたいと考えております。最後になりましたが、今後も私どもの活動を
ご理解いただき、ご支援を賜りますことをお願い申しあげて、ご挨拶にかえ
させていただきます。

きょうと障害者文化芸術推進機構長
 （京都国立近代美術館館長）

柳原 正樹

 ごあいさつ



 共生の芸術祭 Hello Worldについて
（展示会場掲示文より）

平成 29（2017）年度 共生の芸術祭「Hello World」の開催にあたり、ご
理解とご協力を賜りました皆様に厚く御礼申しあげます。
共生の芸術祭は、共に生きることをテーマとして、障害のある方の創作や
表現を紹介してまいりました。第 4回を迎える今年度のタイトルは「Hello 
World」。コンピュータプログラミング冒頭の言語になぞらえ、本芸術祭を
出展者各々の世界に通じる場として位置付けたものです。

私たちが見ているのはどんな世界でしょうか？ 例えば、地球が丸いという
ことを実際に見た人はほとんどいないでしょう。実際にいつも何気なく見
ている景色や道端の小さな石でさえ、自分以外の人の目には違って映って
いるのかもしれません。私たちは互いに違う視点から世界を見ており、共
通して同じ世界を見ることはできません。だからこそ、他者の目が捉えた世
界に触れた時、幼い頃に初めて見るモノや動物に出会った時のような新鮮
な気持ちをもって、自分とは違う世界の見方に気づくことができるのではな
いでしょうか。

本芸術祭でご紹介する作品の数々にも、つくり手一人ひとりの独自の世界が
描かれています。そうした表現との出会いを通じて、私たちが今まで見てい
た世界を新しく捉え直し、受け入れ、そして共に生きることを考えるきっか
けとなれば幸いです。

今年度の共生の芸術祭は会場を３カ所に広げ、イオンモール京都桂川では
８作家の作品が共演。京都府立文化芸術会館では中学校教諭と生徒たち
が生み出した版画の数々、ar t space co-jinでは同姓同名の２作家による
“ふたり展”と、より多様な出展者の作品をご紹介します。

Hello World! 新しい世界へつながる“出会い”をお楽しみください。

きょうと障害者文化芸術推進機構
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イ
オ
ン
モ
ー
ル
京
都
桂
川

 竹
の
広
場

「
H

el
lo

 W
o

rl
d
」を
テ
ー
マ
に
、
私
た
ち
の
見
て
い
る
こ

の
世
界
の
認
識
を
新
し
く
し
て
く
れ
る
よ
う
な
作
家
の
展

覧
会
を
開
催
し
ま
す
。
日
々
繰
り
返
し
描
か
れ
る
大
量
の

ド
ロ
ー
イ
ン
グ
、
道
端
に
落
ち
て
い
る
も
の
を
集
め
て
作

ら
れ
る
小
さ
な
オ
ブ
ジ
ェ
、
言
葉
の
綴
ら
れ
た
自
作
の
お

み
く
じ
を
用
い
た
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
な
ど
の
作
品
を
通
じ

て
、
私
た
ち
が
こ
の
世
界
と
出
会
っ
た
時
の
感
覚
を
思
い

出
さ
せ
て
く
れ
る
よ
う
な
多
様
な
表
現
を
紹
介
し
ま
す
。

第
1会
場

 「
イ
オ
ン
モ
ー
ル
京
都
桂
川
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会
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:0
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ま
で
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内
容

  
各
作
家
作
品
展
示
、
イ
ベ
ン
ト

展
示
作
家

  

平
田
猛（
京
都
）、
八
島
孝
一（
大
阪
）、
村
田
清
司（
滋
賀
）、
川
上
建
次（
三

重
）、
戸
田
雅
夫（
岡
山
）、
国
保
幸
宏（
京
都
）、
濱
中
徹（
京
都
）、
中

村
清
剛（
兵
庫
）、
ダ
ブ
デ
ィ
ビ
デ
ザ
イ
ン
＋
み
っ
く
す
さ
い
だ
ー
（
京
都
）

関
連
イ
ベ
ン
ト
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共
生
の
芸
術
祭
セ
レ
モ
ニ
ー
」  

2
月

2
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0
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ク
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ョ
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プ
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平
田

 猛
H

IR
A

TA
 T

ak
e

sh
i

毎
日
、
ベ
ッ
ド
の
上
で
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
に
絵
を
描
き
続

け
る
平
田
猛
。
そ
こ
に
は
内
臓
と
思
わ
し
き
丸
で
構
成

さ
れ
た
人
体
か
ら
始
ま
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
モ
チ
ー
フ
が
描

か
れ
て
い
ま
す
。
注
意
深
く
見
て
み
る
と
、
ど
う
や
ら
テ

レ
ビ
や
新
聞
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
か
ら
仕
入
れ
た
情
報
も

混
ざ
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

大
量
の
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
に
収
め
ら
れ
た
膨
大
な
ド

ロ
ー
イ
ン
グ
は
、
自
ら
の
外
側
に
溢
れ
て
い
る
情
報
や

出
来
事
か
ら
人
体
の
内
部
を
分
析
し
よ
う
と
す
る
試
み

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
頻
繁
に
登

場
す
る「
ヒ
モ
（
紐
）」
や
「
プ
タ（
彼
は
豚
を
プ
タ
と
書

く
）」
は
人
体
に
描
か
れ
た
線
や
図
形
に
対
応
し
て
い
る

よ
う
に
も
思
え
ま
す
。
私
た
ち
は
自
分
自
身
の
肉
体
の

所
有
者
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
内
部
を
す
べ
て
見
る
こ
と

は
と
て
も
困
難
で
す
。
そ
の
不
可
知
な
も
の
に
対
す
る

興
味
が
平
田
の
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
の
行
為
の
根
底
に
あ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
ん
な
私
た
ち
の
考
察
を

よ
そ
に
平
田
の
絵
は
今
日
も
描
き
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
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八
島

 孝
一

Y
A

S
H

IM
A

 K
o

ic
h

i

八
島
孝
一
の
作
品
は
、
施
設
に
通
う
途
中
の
道
端
に
落

ち
て
い
る
い
ろ
い
ろ
な
物
を
拾
い
集
め
る
こ
と
か
ら
始

ま
り
ま
す
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
手
の
ひ
ら
に
乗
る
ほ
ど
小

さ
く
、
そ
れ
ら
を
セ
ロ
ハ
ン
テ
ー
プ
で
く
っ
つ
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
「
宇
宙
船
」や
「
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
」と
題
さ

れ
る
小
さ
な
立
体
が
制
作
さ
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
名

付
け
ら
れ
た
タ
イ
ト
ル
と
立
体
作
品
と
を
照
ら
し
合
わ
せ

て
み
る
と
、
そ
の
小
さ
な
作
品
の
中
に
広
が
る
豊
か
な

世
界
を
想
像
せ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

拾
い
集
め
た
物
に
対
す
る
八
島
の
愛
は
、
そ
れ
を
見
つ

め
る
う
っ
と
り
と
し
た
眼
差
し
や
物
を
愛
で
る
手
つ
き
か

ら
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
八
島
は
私
た
ち
が
見
落

と
し
て
、
あ
る
い
は
落
と
し
て
し
ま
っ
た
物
を
拾
い
、
愛

で
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
立
体
の
中
に
愛
に
満
ち
た
小

さ
な
物
語
を
作
り
出
し
ま
す
。

立
体
の
制
作
は

2
0

0
0
年
頃
よ
り
行
わ
れ
な
く
な
り
ま
し

た
が
、
物
を
集
め
る
行
為
は
続
い
て
い
ま
す
。
本
展
で

は
施
設
や
家
族
の
方
に
よ
っ
て
保
管
さ
れ
て
い
た
数
点

の
作
品
を
展
示
す
る
と
と
も
に
彼
が
現
在
も
日
常
的
に

続
け
て
い
る
収
集
と
い
う
行
為
に
焦
点
を
当
て
た
構
成

と
な
っ
て
い
ま
す
。
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村
田
清
司
の
描
く
絵
は
、
小
さ
な
宝
石
の
よ
う
。
彼
の

作
品
を
物
語
と
し
て
構
成
し
た
絵
本
が
「
世
界
で
最
も

美
し
い
絵
本
（
※
）」
に
選
出
さ
れ
る
な
ど
国
際
的
に
も
高

く
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。
作
品
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ

る
の
が
「
小
さ
さ
」「
和
紙
」
と
い
う
要
素
で
す
。
は
が

き
サ
イ
ズ
の
小
さ
な
和
紙
に
カ
ラ
フ
ル
な
色
が
塗
り
分

け
ら
れ
、
よ
く
見
る
と
そ
の
中
に
笑
顔
が
描
か
れ
て
い
る

の
が
分
か
り
ま
す
。
そ
の
小
さ
さ
ゆ
え
に「
絵
」
を
見
る

と
い
う
よ
り
は
、
小
さ
な
「
物
」
を
見
て
い
る
感
覚
に
近

く
、
ま
た
端
の
整
っ
て
い
な
い
和
紙
の
物
質
的
な
側
面

も
目
立
っ
て
き
ま
す
。
そ
の

2
つ
の
効
果
に
よ
り
、
絵
画

で
あ
り
な
が
ら
も
、
色
彩
を
纏
っ
た
小
さ
な
立
体
を
見

つ
め
る
よ
う
に
感
じ
て
し
ま
う
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ

こ
に
現
れ
る
宝
石
の
よ
う
な
笑
顔
は
、
私
た
ち
を
不
思

議
な
幸
福
感
で
満
た
し
て
く
れ
る
の
で
す
。

※
ド
イ
ツ
「
世
界
で
最
も
美
し
い
絵
本
」

　
佳
作
受
賞
の
絵
本
『
き
み
の
こ
こ
ろ
の
あ
じ
が
す
る
』

　
え
：
村
田
清
司
、
こ
と
ば
：
田
島
征
三
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ち
い
さ
く
、
さ
さ
や
か
で
、
や
さ
し
い
世
界
の
中
へ
迷
い

込
ん
だ
よ
う
な
気
分
に
な
る
作
品
た
ち
。
あ
る
絵
に
は

鉱
石
で
で
き
た
ラ
ジ
オ
に
耳
を
傾
け
る
植
物
、
あ
る
絵

に
は
機
械
式
時
計
の
虫
が
飛
び
、
ま
た
あ
る
絵
に
は
オ

リ
ジ
ナ
ル
機
能
を
も
つ
カ
メ
ラ
が
描
か
れ
、

1
枚

1
枚
の

絵
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
物
語
が
展
開
さ
れ
ま
す
。

余
白
が
充
分
に
と
ら
れ
た
構
図
、
淡
い
色
彩
の
美
し
さ
、

何
よ
り
驚
く
の
は
彼
の
描
く
線
が
筆
に
よ
っ
て
フ
リ
ー
ハ

ン
ド
で
生
み
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
ま
た
、
繊
細
な

観
察
力
も
独
自
の
世
界
を
形
成
し
て
い
ま
す
。
彼
自
身

が
「
道
端
で
立
ち
止
ま
っ
て
、
い
ろ
ん
な
も
の
を
観
察
す

る
の
が
好
き
。

12
月
で
も
、
探
せ
ば

3
つ
は
春
の
花
が

見
つ
か
る
。」
と
語
る
よ
う
に
、
あ
え
て
道
の
途
中
で
立

ち
止
ま
り
、
い
つ
の
ま
に
か
既
知
の
も
の
と
し
て
認
識
し

て
し
ま
い
が
ち
な
こ
の
世
界
を
注
意
深
く
観
察
す
る
こ

と
か
ら
彼
の
描
く
絵
は
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
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荒
々
し
い
タ
ッ
チ
の
、
人
や
動
物
が
覗
く
ぎ
ょ
ろ
っ
と
見

開
か
れ
た
目
。
大
き
い
も
の
で
は

10
0
号
の
油
彩
を
描

き
出
す
川
上
建
次
の
制
作
拠
点
は
三
重
県
松
阪
に
あ
る

施
設
「
希
望
の
園
」。
地
元
で
は
「
画
伯
」
の
呼
び
名
で

親
し
ま
れ
、
海
外
で
の
評
価
も
高
い
作
家
で
す
。

川
上
作
品
の
特
徴
で
あ
る
呆
然
と
見
開
か
れ
た
目
は
、

そ
の
目
の
先
に
何
か
を
読
み
解
こ
う
と
す
る
者
を
す
ぐ
さ

ま
飲
み
込
ん
で
し
ま
う
よ
う
で
あ
り
、
私
た
ち
は
そ
の
絵

の
人
物
の
よ
う
に
呆
然
と
絵
の
前
に
立
ち
尽
く
し
て
し
ま

う
感
覚
さ
え
覚
え
ま
す
。

し
か
し
、
描
か
れ
て
い
る
の
は
川
上
の
親
し
い
人
た
ち
と

の
出
来
事
や
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
物
語
。「
流
血
雄
也
」

は
友
人
の
雄
也
く
ん
が
ブ
ッ
チ
ャ
ー
と
試
合
を
し
て
頭

か
ら
血
を
流
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
描
い
た
も
の
。
血
が

飛
び
出
し
、
画
面
は
真
っ
赤
に
染
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
恐

ろ
し
さ
と
い
う
よ
り
、
ど
こ
か
コ
ミ
カ
ル
な
雰
囲
気
さ
え

漂
っ
て
い
ま
す
。
他
の
作
品
に
も
そ
れ
ぞ
れ
絵
の
元
と

な
る
出
来
事
が
あ
り
、
絵
と
物
語
が
不
思
議
な
バ
ラ
ン
ス

で
共
存
す
る
こ
と
で
、
川
上
作
品
は

1
つ
の
絵
画
と
し
て

強
い
強
度
を
保
っ
て
い
ま
す
。
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3
年
生
ま
れ
　
三
重
在
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特
定
非
営
利
活
動
法
人

 希
望
の
園
所
属
）  
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岡
山
に
あ
る
生
活
介
護
事
業
所
「
ぬ
か
つ
く
る
と
こ
」
に

通
う
戸
田
雅
夫
は
、
施
設
の
ス
タ
ッ
フ
と
と
も
に
さ
ま
ざ
ま

な
試
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。本
展
初
日
に
開
催
さ
れ
た
「
と

だ
の
ま
（
※
）」
も
そ
の
一
つ
、
彼
が
営
む
お
店
で
「
と
だ
み

く
じ
」
を
引
く
こ
と
が
で
き
る
体
験
イ
ベ
ン
ト
で
す
。

こ
の
「
と
だ
み
く
じ
」
は
、
神
社
な
ど
で
吉
凶
を
占
う
お
み

く
じ
と
は
趣
向
の
違
う
も
の
で
、
そ
こ
に
は
些
細
だ
け
れ

ど
少
し
お
か
し
い
、
優
し
く
て
時
に
鋭
い
、
戸
田
の
何
気

な
い
ひ
と
言
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、「
言
葉
を
も

ら
う
」
と
は
不
思
議
な
出
来
事
で
す
。「
と
だ
の
ま
」
で
貰

う
こ
と
の
で
き
る
言
葉
は
手
紙
の
よ
う
に
、
特
定
の
誰
か

に
向
け
て
書
か
れ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
戸
田
が
ふ

と
思
っ
た
言
葉
が
、
運
命
の
よ
う
に
、
あ
な
た
の
た
め
の

言
葉
と
な
り
、
あ
な
た
の
も
と
へ
届
く
の
で
す
。
そ
こ
に
神

様
は
い
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
を
感
じ
て
し
ま

う
よ
う
な
、
不
思
議
な
感
覚
に
陥
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
本
展
で
は
こ
の
体
験
イ
ベ
ン
ト
の
他
に
も
、
彼
の

ユ
ー
モ
ア
溢
れ
る
鋭
い
言
葉
の
数
々
を
展
示
し
ま
し
た
。

（
※
「
と
だ
の
ま
」は

2
/2
（
金
）
の
み
。

3（
土
）・

4（
日
）
は
そ
の
様
子

を
記
録
映
像
と
し
て
展
示
を
行
い
ま
し
た
。）
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「
チ
ェ
リ
ス
ト
」
は
、
チ
ェ
ロ
奏
者
の
揺
れ
を
大
胆
な
構

図
で
描
い
た
作
品
で
す
。何
重
に
も
描
か
れ
て
い
る
チ
ェ

リ
ス
ト
は
、
そ
の
演
奏
を
長
時
間
露
光
し
た
よ
う
な
時

間
性
を
内
包
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
大
き
く
伸
び
や
か
な

タ
ッ
チ
か
ら
は
、
彼
が
こ
の
絵
を
描
く
と
き
に
、
チ
ェ
ロ

奏
者
の
よ
う
な
動
き
を
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想

像
す
る
に
難
く
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
し
て
こ
の
絵
に
は
、
目
に
見
え
な
い
も
う
一
つ
の
時
間

性
が
有
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
国
保
作
品
の
特
徴
で

あ
る
、
ク
レ
ヨ
ン
を
何
層
に
も
重
ね
て
描
く
と
い
う
ス
タ

イ
ル
に
よ
る
も
の
で
す
。
彼
の
絵
を
手
に
す
る
と
一
枚
の

紙
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
の
ず
っ
し
り
と
し
た
重
さ
が
あ
り
、

彼
が
絵
を
描
く
と
い
う
行
為
に
費
や
し
た
時
間
の
堆
積

を
考
え
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
私
た
ち
の
目
が
捉
え

る
こ
と
が
で
き
る
の
は
そ
の
表
面
に
の
る
色
彩
だ
け
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
こ
に
は
時
間
を
か
け
て
描
か
れ
た

見
え
ざ
る
色
彩
が
地
層
の
よ
う
に
眠
っ
て
い
る
の
で
す
。
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さ
ま
ざ
ま
な
生
き
物
を
描
い
て
切
り
抜
く
、
中
村
清
剛
。

ツ
メ
や
タ
テ
ガ
ミ
の
細
部
ま
で
ハ
サ
ミ
を
駆
使
し
、
高
い

技
術
で
無
尽
蔵
に
生
み
出
さ
れ
る
作
品
に
は
生
き
物
へ

の
深
い
慈
愛
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

そ
の
作
品
の
裏
に
は
鳴
き
声
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
絵

の
生
き
物
を
見
て
、
ど
ん
な
鳴
き
声
を
想
像
す
る
で
し
ょ

う
か
。例
え
ば
、
そ
れ
が
私
た
ち
の
知
る「
猫
」な
ら
ば
、

容
易
に「
ニ
ャ
ー
」
と
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、

そ
れ
が
中
村
の
考
え
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
生
き
物
「
タ
イ

ラ
コ
ル
ミ
ル
ス
オ
ー
ブ
サ
ー
ベ
ル
」
で
あ
れ
ば
ど
う
で

し
ょ
う
。
未
知
の
生
き
物
へ
の
想
像
は
、
私
た
ち
が
初

め
て
他
者
に
出
会
っ
た
時
の
感
覚
を
思
い
起
こ
さ
せ
る

か
の
よ
う
で
す
。
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ダ
ブ
デ
ィ
ビ
・
デ
ザ
イ
ン

　
　
＋
み
っ
く
す
さ
い
だ
ー

D
a

b
u

d
iv

i 
D

e
si

g
n

+
M

ix
si

d
e

r

柊
伸
江
が
運
営
す
る
株
式
会
社
ダ
ブ
デ
ィ
ビ
・
デ
ザ
イ
ン
は
、
福
祉

（
W

e
lf

ar
e）
と
ビ
ジ
ネ
ス（

B
u

si
n

e
ss
）
を
デ
ザ
イ
ン
（

D
e

si
g

n
）
で

つ
な
ぐ
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
の
も
と
、
障
害
者
ア
ー
ト
を
原
画
と
し
た
オ
リ

ジ
ナ
ル
商
品
や
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
商
品
の
企
画
、
製
造
、
販
売
を
行
っ

て
い
る
会
社
で
す
。
自
社
ブ
ラ
ン
ド
「
ダ
ブ
デ
ィ
ビ
・
デ
ザ
イ
ン
」
と
本
展

に
出
展
し
て
い
る
中
村
清
剛
も
参
加
し
た「
み
っ
く
す
さ
い
だ
ー
」
の
グ
ッ

ズ
紹
介
と
併
せ
て
、
こ
れ
ま
で
の
製
品
づ
く
り
に
採
用
さ
れ
て
き
た
原
画

作
品
の
数
々
を
展
示
し
ま
す
。

ダ
ブ
デ
ィ
ビ
・
デ
ザ
イ
ン

株
式
会
社
ダ
ブ
デ
ィ
ビ
・
デ
ザ
イ
ン

社
名
の
由
来
は
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の

W
（
ダ
ブ
）・
Ｄ（
デ
ィ
）・
Ｂ（
ビ
）を
組
み
合
わ
せ

た
造
語
。
福
祉
（

w
e

lf
ar

e）
と
ビ
ジ
ネ
ス（

b
u

si
n

e
ss
）を
デ
ザ
イ
ン
（

d
e

si
g

n
）で
つ

な
ぎ
た
い
、
そ
ん
な
思
い
を
込
め
て
名
付
け
ま
し
た
。
障
害
の
あ
る
人
の
表
現
力
や
働
く

力
の
可
能
性
を
感
じ
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
パ
ワ
ー
を
社
会
に
発
信
す
る
た
め
、
福
祉
現

場
と
福
祉
に
接
点
が
な
い
世
界
と
を
ど
の
よ
う
に
つ
な
ぐ
か
を
日
々
考
え
て
い
ま
す
。
障
害

者
ア
ー
ト
を
活
用
し
た
商
品
企
画
の
他
に
授
産
製
品
の
商
品
開
発
支
援
や
福
祉
事
業
所
の

デ
ザ
イ
ン
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
、
は
あ
と
・
フ
レ
ン
ズ
・
ス
ト
ア
（
京
都
市
）ブ
ラ
ン
ド
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
、
そ
の
他
セ
ミ
ナ
ー
や
研
修
の
企
画
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

 （
柊
）  

み
っ
く
す
さ
い
だ
ー

障
害
の
あ
る
人
と
若
手
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
感
性
が
混
ざ
り
あ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
キ
ュ
ー
ト
で

パ
ワ
フ
ル
な
デ
ザ
イ
ン
が
特
徴
。
ブ
ラ
ン
ド
名
で
あ
る
み
っ
く
す
さ
い
だ
ー
に
は
、
既
存
の

枠
に
は
ま
ら
な
い
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
ア
ー
ト
の
豊
か
な
感
性
を
デ
ザ
イ
ン
に

m
ix
す
る
と
い

う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
明
る
く
元
気
な
子
供
た
ち
と
そ
の
マ
マ
に
、
か
わ
い
く
て

ユ
ー
モ
ラ
ス
で

h
ap

p
y
な
デ
ザ
イ
ン
を
提
案
し
ま
す
。

 （
柊
）  

※
み
っ
く
す
さ
い
だ
ー
は
、
株
式
会
社
ダ
ブ
デ
ィ
ビ
・
デ
ザ
イ
ン
が
運
営
す
る
オ
リ
ジ
ナ
ル

ブ
ラ
ン
ド
で
す
。
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平
成

3
0
年
２
月

2
日（
金
）  
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1:
3

0
イ
オ
ン
モ
ー
ル
京
都
桂
川

 竹
の
広
場

｢共
生
の
芸
術
祭

 H
el

lo
 W

o
rl

d
」

セ
レ
モ
ニ
ー

開
会

主
催
者
あ
い
さ
つ

き
ょ
う
と
障
害
者
文
化
芸
術
推
進
機
構
長
　
柳
原

 正
樹

出
展
者
紹
介

国
保

 幸
宏
、
戸
田

 雅
夫
、
濱
中

 徹
、
平
田

 猛
、
八
島

 孝
一

出
席
者
紹
介

ア
ト
リ
エ
み
塾
主
宰
／
京
都
造
形
芸
術
大
学
こ
ど
も
芸
術
学
科
名
誉
教
授

水
野

 哲
雄
氏

イ
オ
ン
モ
ー
ル
株
式
会
社
イ
オ
ン
モ
ー
ル
京
都
桂
川

営
業
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

  
久
保
田

 淳
子
氏

京
都
府
健
康
福
祉
部
副
部
長

  
青
木

 賀
代
子
氏

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
デ
コ
レ
ー
シ
ョ
ン

「
世
界
と
の
出
会
い
」を
象
徴
す
る
、本
展
覧
会
の
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
た
ピ
ー

ナ
ツ
型
の
大
き
な
青
い
シ
ー
ル
を
、
出
展
者
が
自
作
品
の
傍
や
床
な
ど
会

場
内
の
好
き
な
と
こ
ろ
に
ペ
タ
ッ
。
展
示
空
間
と
作
者
と
の
出
会
い
が
痕

跡
と
な
り
、
会
場
の
彩
り
と
な
り
ま
し
た
。
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「
と
だ
の
ま
」と
は
、戸
田
雅
夫（
戸
田
さ
ん
）が
営
む「
と
だ
み
く
じ（
お
み
く
じ
）」
の
お
店
。

些
細
だ
け
れ
ど
す
こ
し
お
か
し
い
、
優
し
く
て
時
に
鋭
い
戸
田
さ
ん
の
言
葉
。「
と
だ
み

く
じ
」  
あ
な
た
も
一
枚
ひ
い
て
み
ま
せ
ん
か

?
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身
近
な
も
の
を
使
っ
て
転
が
る
も
の
を
作
ろ
う
。
コ
ロ
コ
ロ
転
が
し
て
、

速
さ
や
距
離
を
競
っ
た
り
、
転
が
る
表
情
の
面
白
さ
を
遊
ん
だ
り
、
転
が

る
跡
が
絵
の
よ
う
に
な
っ
た
り
と
、
い
ろ
い
ろ
工
夫
し
て
ど
ん
な
も
の
が

で
き
る
の
か
作
っ
て
遊
ぼ
う
。

み
ず
の
て
つ
お
氏
と
ア
ー
ト

S
K

Y
塾
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
子
供
向
け
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
。
身
近
に
あ
る
不
要
に
な
っ
た
モ
ノ
を
集
め
、
ヒ
モ

や
接
着
剤
、
テ
ー
プ
で
組
み
合
わ
せ
て
新
し
い
か
た
ち
を
創
作
す
る
こ
と

で
、
日
常
で
は
気
付
く
こ
と
の
な
か
っ
た
視
点
か
ら
新
し
い
価
値
を
生
み

出
す
。
レ
ッ
ド
カ
ー
ペ
ッ
ト
の
展
示
台
を
舞
台
に
、
作
っ
た
も
の
を
転
が

し
て
ス
ピ
ー
ド
を
競
っ
た
り
、
特
別
な
ル
ー
ル
を
決
め
た
り
、
試
行
錯
誤

の
あ
と
を
形
に
し
ま
し
た
。

今
回
は
会
場
で
あ
る
イ
オ
ン
モ
ー
ル
京
都
桂
川
の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
、

各
シ
ョ
ッ
プ
か
ら「
不
要
と
思
わ
れ
た
モ
ノ
」
が
提
供
さ
れ
ま
し
た
。
そ
う

し
て
素
材
と
な
っ
た
紙
コ
ッ
プ
や
ハ
ン
ガ
ー
に
は
新
た
な
命
や
ル
ー
ル
が

吹
き
込
ま
れ
、
そ
れ
ら
は
子
供
た
ち
の
よ
い
お
も
ち
ゃ
へ
と
姿
を
変
え
ま

し
た
。

　
　
　
み
ず
の
て
つ
お

(水
野
哲
雄

)氏
　

　
　
　
ア
ト
リ
エ
み
塾
主
宰
／
京
都
造
形
芸
術
大
学
名
誉
教
授

　
　
　
ア
ー
ト

S
K

Y
塾
、
藤
田
一
美
（
京
都
市
ご
み
減
量
推
進
会
議
）、

  
  

  
　

  
イ
オ
ン
モ
ー
ル
京
都
桂
川

20
18
年

2
月

3
日（
土
）

11
:0

0
–

16
:0

0
イ
オ
ン
モ
ー
ル
京
都
桂
川

 竹
の
広
場

参
加
無
料

 参
加
随
時

み
ず
の
て
つ
お
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
　

「
作
っ
て
遊
ぼ
う

 コ
ロ
コ
ロ
ひ
ろ
ば
」

講
師
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力
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住
所

  
〒

6
0

2-
0

8
5

8
 京
都
市
上
京
区
河
原
町
通
広
小
路
下
ル

  
  

  
  
東
桜
町

1

期
間

  
2

01
8
年

1月
3

0
日（
火
） –

2
月

4
日（
日
）

時
間

  
10

:0
0

–
18

:0
0（
最
終
日

2
月

4
日（
日
）は

16
:0

0
ま
で
）

内
容

  
坂
本
小
九
郎
氏
の
教
育
活
動
に
よ
る
版
画
作
品
及
び
資
料
展
示

関
連
イ
ベ
ン
ト

「
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ツ
ア
ー
」

1月
3

0
日（
火
） 1

4:
0

0
–
、

2
月

4
日（
日
） 1

1:
0

0
–

第
2
会
場

 「
京
都
府
立
文
化
芸
術
会
館

 1
階
展
示
室
」

展
覧
会
タ
イ
ト
ル

 「
虹
の
上
を
と
ぶ
船

 —
八
戸
か
ら
届
く
版
画
の
世
界
・

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 坂
本
小
九
郎
と
こ
ど
も
た
ち
—
」

E
xh

ib
it

io
n

 2

虹
の
上
を
と
ぶ
船

 
—
八
戸
か
ら
届
く
版
画
の
世
界
・
坂
本
小
九
郎
と
こ
ど
も
た
ち
—

  

京
都
府
立
文
化
芸
術
会
館

  
1
階
展
示
室

19
5

6
年（
昭
和

31
）か
ら

19
8

0
年（
昭
和

55
）の

25
年
間
、青

森
県
八
戸
市
の
中
学
校
に
お
い
て
、
坂
本
小
九
郎
氏
の
指
導

の
も
と
、
各
校
の
こ
ど
も
た
ち
が
制
作
し
た
版
画
を
ご
紹
介

し
ま
す
。
漁
港
の
暮
ら
し
や
、
漁
師
の
間
で
伝
承
さ
れ
て
き

た
物
語
を
表
し
た
初
期
作
品
か
ら
、
う
み
ね
こ
や
海
の
風
景

な
ど
を
描
い
た
ド
ラ
イ
ポ
イ
ン
ト
の
作
品
、
湊
中
学
校
養
護
学

級
の
こ
ど
も
た
ち
に
よ
る
共
同
制
作
「
虹
の
上
を
と
ぶ
船
」
シ

リ
ー
ズ
の
完
結
編
ま
で

4
9
点
。
こ
ど
も
た
ち
の
版
画
か
ら
見

え
る
地
域
の
歴
史
や
暮
ら
し
、
願
い
や
希
望
が
、

1
人
の
教

師
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
結
実
す
る
ま
で
の
、壮
大
な
イ
メ
ー

ジ
の
物
語
が
並
び
ま
し
た
。
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の
養
護
学
級
の
こ
ど
も
た
ち
に
よ
る
共
同
制
作「
虹
の
上
を
と
ぶ
船
」は
、

宮
崎
駿
監
督
の
映
画
「
魔
女
の
宅
急
便
」（

19
89
）に
作
品
の
一
部
が
登

場
し
た
こ
と
で
、
さ
ら
に
多
く
の
人
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
ど
も
た
ち
の
作
品
に
は
、
ま
ち
の
風
土
や
歴
史
、
民
間
で
語
り
継
が

れ
て
き
た
物
語
が
刻
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
約

5
0

0
点
が
、
現
在
、
八

戸
市
新
美
術
館
建
設
推
進
室
に
収
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
公
的
美
術
館

に
お
い
て
教
育
現
場
で
制
作
さ
れ
た
こ
ど
も
の
作
品
が
収
蔵
対
象
と
な

る
例
は
、全
国
で
も
稀
で
、西
日
本
で
の
出
展
は
今
回
が
初
と
な
り
ま
す
。

「
版
画
は
風
の
中
を
飛
ぶ
種
子
」
―
―

4
0
年
の
時
を
超
え
て
京
都
へ

飛
ん
で
き
て
く
れ
た
版
画
の

4
9
点
を
、
ど
う
ぞ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

文
末
に
な
り
ま
し
た
が
、
今
回
の
展
示
に
あ
た
り
協
力
い
た
だ
い
た
八

戸
市
新
美
術
館
建
設
推
進
室
、青
森
県
立
郷
土
館
、坂
本
小
九
郎
先
生
、

な
ら
び
に
取
材
協
力
い
た
だ
い
た
生
徒
さ
ま
に
、
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

き
ょ
う
と
障
害
者
文
化
芸
術
推
進
機
構

ご
あ
い
さ
つ
に
か
え
て

坂
本
氏
が
は
じ
め
に
赴
任
し
た
の
は
鮫
と
い
う
漁
港
町
の
中
学
校
。
駅

に
降
り
立
つ
と
磯
と
魚
の
匂
い
が
強
く
立
ち
込
め
た
と
い
い
ま
す
。

氏
は
、こ
の
港
町
の
活
気
と
自
然
豊
か
な
地
域
に
版
画
の
題
材
を
求
め
、

こ
ど
も
た
ち
に
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
と
鉛
筆
を
持
た
せ
て
町
を
歩
き
、
自
分

た
ち
の
身
近
に
あ
る
も
の
を
“取
材
”す
る
よ
う
指
導
し
ま
す
。

こ
ど
も
た
ち
は
自
分
た
ち
の
目
で
見
た
も
の
を
描
き
と
め
、
感
じ
た
こ
と

を
話
し
合
い
、「
彫
る
」「
刷
る
」な
ど
、
様
々
な
過
程
を
経
て
出
来
上
が

る
版
画
と
い
う
表
現
に
夢
中
に
な
り
ま
し
た
。

指
導
は
版
画
に
と
ど
ま
ら
ず
、
読
書
会
を
開
く
こ
と
で
、
イ
メ
ー
ジ
か
ら

知
識
を
深
め
る
こ
と
を
促
し
、
学
期
末
に
は
文
集
に
ま
と
め
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
や
作
品
群
は
、
教
育
関
係
者
の
み
な
ら
ず
各
方
面

か
ら
高
い
評
価
を
受
け
、
注
目
を
集
め
ま
し
た
。
な
か
で
も
、
湊
中
学
校

出
展
者

坂
本
小
九
郎

 （
さ
か
も
と

 し
ょ
う
く
ろ
う
）

19
3

4
年

 秋
田
県
生
れ
。
盛
岡
短
期
大
学
美
術
工
芸
科
卒
業
。

19
5

6
–

19
8

0
年
、
青
森
県
八
戸
市
の
中
学
校
に
勤
務
、

19
8

0
年

–
19

9
4
年
、
宮
城
教
育
大
学
に
て
教
鞭
を
と
る
。
現
在
盛
岡
市
在
住
。

著
書
に「
虹
の
上
を
飛
ぶ
船
―
―
八
戸
市
立
湊
中
学
校
養
護
学
級
の
版

画
教
育
実
践
」（

19
82
年

 あ
ゆ
み
出
版
）、
「
版
画
は
風
の
中
を
飛
ぶ

種
子
」（

19
8

9
年

 筑
摩
書
房
）
な
ど
が
あ
る
。

作
者（
当
時
の
こ
ど
も
た
ち
）

鮫
中
学
校

（
19

5
6

–
19

62
に
在
籍
し
た
生
徒
）

南
浜
中
学
校

（
19

6
3

–
19

67
に
在
籍
し
た
生
徒
）

江
陽
中
学
校

（
19

67
–

19
6

9
に
在
籍
し
た
生
徒
）

湊
中
学
校

（
19

70
–

19
79
に
在
籍
し
た
養
護
学
級
の
生
徒
）

展
示
概
要

虹
の
上
を
と
ぶ
船

E
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h
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n
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1
　

始
ま
り

「
漁
港
」か
ら「
海
の
物
語
」ま
で

キ
ー
ワ
ー
ド
　
出
発
点
・
題
材
探
し
・
漁
・
港
・
漁
夫
・
暮
ら
し
・
海
・
鮫
中
学
校

制
作
年
　

19
5

6
–

19
5

8

“あ
る
時
、
版
画
を
彫
ら
せ
た
ら
、
厚
い
板
に
穴
が
あ
く
ほ
ど
に
彫
り
、
こ
ど
も
た
ち

は
次
の
日
も
、
刷
る
の
を
楽
し
み
に
、
私
が
出
勤
す
る
の
を
待
っ
て
い
る
と
い
う
熱

中
が
広
が
っ
た
の
で
あ
っ
た
。”

 （「
版
画
は
風
の
中
を
と
ぶ
種
子
」

p.
5

8
 版
画
へ

の
出
発
）

19
5

0
年
代
、
日
本
の
小
中
学
校
の
美
術
教
育
に
お
い
て「
版
画
」
の
導
入
が
進
め

ら
れ
て
い
ま
し
た
。

坂
本
氏
は
、
美
術
教
師
と
し
て
初
め
て
赴
任
し
た
鮫
中
学
校
で
、
版
画
を
単
に
表
現

過
程
の
枠
と
せ
ず
、
版
画
ク
ラ
ブ
を
つ
く
り
、
取
材
・
発
想
・
表
現
・
画
集
作
り
・
公

開
ま
で
を
網
羅
し
た
指
導
を
行
い
ま
す
。

こ
ど
も
た
ち
は
、
更
紙
を
小
さ
く
折
り
た
た
ん
だ
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
を
持
っ
て
、
魚
市

場
や
漁
港
に
出
か
け
、
デ
ッ
サ
ン
し
ま
し
た
。
や
が
て
、
自
分
の
身
近
な
人
や
生
活

圏
か
ら
、ベ
ー
リ
ン
グ
や
オ
ホ
ー
ツ
ク
の
海
に
で
か
け
て
い
く
漁
夫
た
ち
の
世
界
を
、

題
材
と
し
て
取
り
上
げ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
海
底
深
く
沈
ん
で
い
っ
た
船
、ア
ン

コ
ウ
に
飲
ま
れ
た
人
…
。「
板
っ
子
一
枚
下
は
地
獄
」
と
い
う
厳
し
い
生
活
を
し
て
い

る
漁
夫
か
ら
聞
い
た
話
を
持
ち
寄
り
、ど
の
よ
う
に
表
現
す
る
か
を
話
し
合
い
ま
し
た
。

2
　

「
と
び
た
つ
」姿
に
思
い
を
馳
せ
て

自
画
像
か
ら「
う
み
ね
こ
」ま
で

キ
ー
ワ
ー
ド
　
自
己
・
仲
間
・
版
画
ク
ラ
ブ
・

O
B
会
・
版
画
集
作
り
・
読
書
・
詩
・
動
物
・

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 思
い
を
託
す
・
鮫
中
学
校

制
作
年
　

19
5

9
–

19
6

2

坂
本
氏
は
担
任
ク
ラ
ス
で「
ひ
と
り
一
冊
運
動
」と
い
う
読
書
指
導
に
始
ま
り
、
学
級

新
聞
や
壁
新
聞
作
り
も
進
め
ま
し
た
。シ
ー
ト
ン
動
物
記
、ト
ル
ス
ト
イ
、ヴ
ィ
ク
ト
ル・

ユ
ー
ゴ
ー
。
童
話
や
海
外
小
説
に
触
れ
る
こ
と
は
、
絵
を
描
く
際
に
も
大
き
く
影
響

を
及
ぼ
し
ま
す
。
単
に
見
た
も
の
を
描
く
の
で
は
な
く
、
そ
の
背
景
や
歴
史
に
思
い

を
馳
せ
る
こ
と
で
、
被
写
体
へ
の
洞
察
を
深
め
、
そ
こ
か
ら
湧
き
上
が
っ
た
こ
ど
も

た
ち
自
身
の
感
情
が
、
絵
の
中
に
色
濃
く
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

中
で
も
、
自
分
た
ち
が
う
み
ね
こ
に
な
っ
て
自
由
に
空
を
飛
び
、
ま
ち
や
海
辺
を
見

下
ろ
す
よ
う
な
構
図
で
描
か
れ
た
絵
を
、
氏
は
驚
き
を
持
っ
て
見
つ
め
て
い
ま
す
。

“飛
ば
す
こ
と
で
、
視
点
の
移
動
、
見
え
る
世
界
の
拡
大
が
行
わ
れ
る
。
そ
れ
と
と

も
に
表
現
の
内
容
、
主
題
も
拡
大
す
る
。（
中
略
）こ
れ
が
ず
っ
と
後
に
な
っ
て
、
養

護
学
級
の
こ
ど
も
た
ち
と
制
作
す
る「
虹
の
上
を
と
ぶ
船
」に
連
な
っ
て
い
る
と
思
え

る
。”（
「
版
画
は
風
の
中
を
と
ぶ
種
子
」 p

.2
07
「
う
み
ね
こ
の
う
た
」へ
と
飛
び
立
つ
）

虹
の
上
を
と
ぶ
船
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s
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0



3
　

自
然
・
暮
ら
し

「
う
み
う
」「
南
浜
の
生
活
」

キ
ー
ワ
ー
ド
　
ス
ケ
ッ
チ
・
ド
ラ
イ
ポ
イ
ン
ト
・
岩
・
波
・
海
鳥
・
美
術
教
育
・
南
浜
中
学
校

制
作
年
　

19
6

3
–

19
67

第
2の
赴
任
先
の
南
浜
中
学
は
、
三
陸
沿
岸
の
漁
村
に
あ
り
、
坂
本
氏
は
こ
こ
で
改
め

て
自
然
と
向
き
合
う
こ
と
を
考
え
ま
す
。
波
や
岩
、
海
鳥
を
描
く
こ
と
で
、
そ
の
地
域

や
人
の
暮
ら
し
を
表
現
し
得
る
と
考
え
、
画
用
紙
一
枚
、
図
画
鉛
筆
一
本
の
ス
ケ
ッ
チ

を
根
本
と
し
、
そ
の
ス
ケ
ッ
チ
を
元
に
ド
ラ
イ
ポ
イ
ン
ト
版
画
に
取
り
組
み
ま
す
。

当
時
、
受
験
体
制
が
色
濃
く
な
る
教
育
現
場
に
お
い
て
、
改
め
て
美
術
教
育
の
あ
り

方
に
、
思
い
を
巡
ら
せ
る
時
期
で
も
あ
り
ま
し
た
。

“沖
を
通
る
船
に
乗
っ
て
い
る
漁
夫
に
と
っ
て
は
、
こ
う
し
た
岩
は
、
単
な
る
風
景

の
中
の
岩
で
は
な
く
、
あ
の
岩
の
向
こ
う
側
に
は
、
わ
が
家
が
あ
り
、
そ
の
家
に
は

家
族
が
待
っ
て
い
る
の
だ
。
家
の
近
く
の
道
の
両
側
に
あ
る
ハ
コ
ネ
ウ
ツ
ギ
は
も

う
咲
い
た
だ
ろ
う
か
、
す
る
と
あ
そ
こ
の
岩
の
近
く
の
タ
イ
釣
り
場
で
は
タ
ナ
ゴ
が

釣
れ
る
頃
だ
と
か
、
浜
で
は
ア
ワ
ビ
だ
、
ウ
ニ
だ
と
言
っ
て
忙
し
く
な
る
時
期
も
ま
も

な
く
だ
、
と
い
う
ふ
う
に
み
る
岩
な
の
で
あ
る
。”（
「
版
画
は
風
の
中
を
と
ぶ
種
子
」

p.
22

1–
22

3
 一
本
の
鉛
筆
と
一
枚
の
画
用
紙
か
ら

 ）

4
　

70
0
人
の
生
徒
、

70
0
通
り
の
構
図

「
船
」

キ
ー
ワ
ー
ド
　
船
・
竜
骨
・
江
陽
中
学
校

制
作
年
　

19
6

8
–

19
6

9

江
陽
中
学
校
は
街
中
に
位
置
し
、
当
時
「

1
人
の
美
術
教
師
が

70
0
人
の
生
徒
」
を

担
当
す
る
マ
ン
モ
ス
校
で
し
た
。
こ
ど
も
た
ち
に
労
働
現
場
を
間
近
に
見
せ
る
こ
と

が
叶
わ
な
い
環
境
で
、
生
活
表
現
を
ど
う
形
象
化
さ
せ
得
る
か
が
課
題
だ
っ
た
と
言

い
ま
す
。 7

00
人
の
こ
ど
も
た
ち
と
取
り
組
ん
だ「
船
」を
、坂
本
氏
は
丹
念
に
分
析
し
、

一
人
一
人
の
個
性
を
見
出
そ
う
と
試
み
ま
す
。

「
ひ
と
り
一
冊
運
動
」
も
実
践
し
ま
し
た
。「
竜
骨
」
と
い
う
作
品
を
制
作
し
た
こ
ど

も
が
書
い
た
作
文
が
あ
り
、
読
書
と
版
画
が
繋
が
る
典
型
例
と
し
て
読
む
こ
と
が
で

き
ま
す
。

“「
竜
骨
」
は
造
船
所
の
隅
で
、
も
う
働
き
つ
く
し
た
年
老
い
た
船
の
中
に
ポ
ツ
ン
と

真
新
し
い
肌
を
光
ら
せ
て
い
た
。（
中
略
）
作
品
を
作
っ
て
い
る
間
に「
お
じ
い
さ
ん

の
ラ
ン
プ
」
と
い
う
物
語
を
思
い
出
し
た
。…
”（
「
版
画
は
風
の
中
を
と
ぶ
種
子
」

p
27

4「
船
」を
め
ぐ
る
問
い
か
け
と
構
図
）
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5
　

受
け
継
が
れ
る「
竜
骨
」・
養
護
学
級
の
こ
ど
も
た
ち

「
船
の
一
生
」

キ
ー
ワ
ー
ド
　
船
・
竜
骨
・
ラ
フ
ス
ケ
ッ
チ
・
イ
メ
ー
ジ
・
物
語
・
共
同
制
作
・
湊
中
学
校

制
作
年
　

19
70

–
19

72

湊
中
学
校
で
養
護
学
級
の
担
任
と
な
っ
た
坂
本
氏
は
、
い
く
つ
か
の「
船
」
を
テ
ー

マ
と
し
た
共
同
制
作
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
共
同
作
品
「
船
の
一
生
」
の
迫
力
あ
る

構
図
や
緻
密
な
描
写
、
完
成
度
の
高
さ
に
驚
か
さ
れ
ま
す
。
初
め
か
ら
こ
の
よ
う
な

絵
が
描
け
た
わ
け
で
は
な
く
、一
人
一
人
が
自
分
の
視
点
で
船
を
描
き
、持
ち
寄
り
、

イ
メ
ー
ジ
を
共
有
し
な
が
ら
発
展
し
た
も
の
で
す
。

氏
は
、
美
術
教
育
に
お
い
て「
過
程
」
が
い
か
に
大
切
か
語
り
ま
す
。
江
陽
中
学
校

で
生
ま
れ
た「
竜
骨
」も
、
湊
中
学
校
で
の
９
年
間
に
お
よ
ぶ
版
画
制
作
の
中
で
、

1
つ
の
象
徴
的
な
記
号
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

“下
絵
を
板
に
拡
大
す
る
中
で
、
そ
れ
以
前
の
こ
の
学
級
の
こ
ど
も
た
ち
の
作
品
、

仲
間
の
発
見
し
た
表
現
の
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
―
―
い
わ
ば
造
形
の
言
語
と
い
っ
て

い
い
―
―
が
、い
わ
ば
小
さ
な
文
化
と
な
っ
た
表
現
方
法
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
る
。”

（「
版
画
は
風
の
中
を
と
ぶ
種
子
」

p.
30

2「
船
の
一
生
」が
画
し
た
エ
ポ
ッ
ク
）

6
　

イ
メ
ー
ジ
の
交
流
　

「
虹
の
上
を
と
ぶ
船
」

キ
ー
ワ
ー
ド
　
船
・
飛
ぶ
・
宇
宙
・
自
然
・
物
語
・
共
同
制
作
・
自
己
実
現
・
湊
中
学
校

制
作
年
　

19
72

–
19

79

「
虹
の
上
を
と
ぶ
船
」
は

19
73
年

4
月
頃
か
ら
約
半
年
か
け
、

13
人
の
こ
ど
も
た
ち
に
よ
っ
て

制
作
さ
れ
た
木
版
画
集
で
、
一
人
一
人
バ
ラ
バ
ラ
に
彫
っ
た

41
枚
の
版
画
と
、
そ
こ
か
ら
作
っ

た
物
語
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
タ
イ
ト
ル
は
こ
ど
も
た
ち
の
話
し
合
い
の
中
で
名
付
け
ら

れ
ま
し
た
。

鮫
中
学
校
の「
う
み
ね
こ
の
う
た
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
と
、
坂
本
氏
は

指
摘
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
作
品
の
題
材
が
現
実
生
活
で
目
に
す
る
労
働
現
場
の
暗
い
側
面

や
、
死
の
イ
メ
ー
ジ
へ
と
深
く
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
時
、
こ
ど
も
た
ち
自
身
が
ど
う
し
た
ら
い

い
か
考
え
、
願
い
を
込
め
て「
飛
ぶ
」こ
と
を
思
い
つ
い
た
の
だ
と
、
言
い
ま
す
。

“た
だ
思
い
つ
き
で
飛
ば
し
さ
え
す
れ
ば
い
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
こ
ど
も
た
ち
の
そ
れ

ま
で
の
表
現
の
積
み
重
ね
の
な
か
で
、
や
む
に
や
ま
れ
ず
、
い
わ
ば
必
然
的
に
、
あ
る
課
題

を
追
求
し
て
い
く
た
め
に
は
ど
う
し
て
も
飛
ば
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
時
、
自
然
に
飛

ぶ
の
で
あ
る
。”
（「
版
画
は
風
の
中
を
と
ぶ
種
子
」

p.
32

1「
虹
を
と
ぶ
船
」が
拓
い
た
神
話
的

宇
宙
）
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細
部
に
込
め
ら
れ
た
思
い
と
時
間

「
虹
の
上
を
と
ぶ
船
」総
集
編

制
作
年
　

19
75

–
19

76

ど
ん
な
些
細
で
拙
い
表
現
で
も
、
坂
本
氏
は
一
つ
一
つ
丁
寧
に
す
く
い
あ
げ
、
そ
れ

が
何
を
表
し
て
い
る
の
か
聞
き
取
り
ま
し
た
。
い
た
ず
ら
描
き
の
よ
う
な
ラ
フ
ス
ケ
ッ

チ
や
、文
集
の
カ
ッ
ト
の
下
絵
を
切
り
抜
き
、み
ん
な
で
話
し
合
い
、モ
ン
タ
ー
ジ
ュ

す
る
か
た
ち
で
紙
の
上
に
並
べ
、

1
枚
の「
絵
」に
し
て
い
き
ま
す
。

「
彫
刻
刀
の
前
に
は
手
を
出
さ
な
い
こ
と
、
彫
刻
刀
に
は
必
ず
手
を
添
え
る
こ
と
、

一
気
に
で
は
な
く
じ
っ
く
り
と
彫
る
こ
と
」、
彫
っ
て
い
く
時
の
氏
の
指
導
は
こ
の
３

点
。「
ち
ょ
ん
ち
ょ
ん
彫
り
」を
積
み
重
ね
、や
が
て
壮
大
な
イ
メ
ー
ジ
が
現
れ
ま
す
。

そ
れ
は
養
護
学
級
の
こ
ど
も
た
ち
に
、
自
信
と
誇
り
、
そ
し
て
互
い
を
認
め
る
気
持

ち
が
生
ま
れ
た
瞬
間
で
も
あ
り
ま
し
た
。

“「
私
は
、
先
生
に
ど
う
彫
っ
た
ら
い
い
か
き
か
な
い
で
も
、
ひ
と
り
で
彫
っ
た
。
ひ

と
り
で
彫
っ
た
。
そ
し
て
、
私
の
人
の
ま
わ
り
に
は
江
理
子
さ
ん
の
彫
っ
た
草
花
を

散
り
ば
め
て
く
れ
た
」”
（「
版
画
は
風
の
中
を
と
ぶ
種
子
」 p

.3
9

 「
虹
の
上
を
と
ぶ
船
」

完
結
編
の
作
品
を
前
に
し
て
話
す
）
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ど
の
絵
が
な
く
て
も
…

「
虹
の
上
を
と
ぶ
船
」完
結
編

制
作
年
　

19
76
年

坂
本
氏
は
、
養
護
学
級
で
は
国
語
と
理
科
も
担
当
し
、
理
科
の
時
間
に
は
実
験
よ
り

も
わ
か
り
や
す
い
だ
ろ
う
と
考
え
、
星
空
観
察
や
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
読
み
聞
か
せ
を

行
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
が
や
が
て
こ
ど
も
の
絵
に
さ
そ
り
座
の
絵
が
出
て
く
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。「
こ
ど
も
の
表
現
は
心
の
魂
の
ド
ラ
マ
で
あ
る
」と
坂
本
氏
の
言

葉
通
り
、
見
る
ほ
ど
に
、
様
々
な
ド
ラ
マ
が
浮
か
び
上
が
り
ま
す
。

“私
は
、
こ
の
奇
妙
な
絵
を
描
く
子
ど
も
が
お
も
し
ろ
く
て
し
ょ
う
が
な
か
っ
た
。
い

ろ
い
ろ
お
し
ゃ
べ
り
を
し
な
が
ら
描
く
の
で
あ
る
。
こ
の
子
は
版
画
を
彫
り
終
わ
っ

た
あ
と
、「
私
の
絵
が
こ
の
版
画
の
中
に
な
か
っ
た
ら
、
さ
び
し
く
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
れ
に
あ
の
人
の
か
い
た
イ
カ
も
、
そ
れ
に
サ
ソ
リ
も
…
」
と
言
っ
て
い
た
。
自
分

の
良
さ
を
認
め
る
こ
と
が
第
一
歩
、そ
の
次
に
自
分
以
外
の
す
べ
て
の
人
も
み
ん
な
、

こ
の
大
き
な
版
画
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
一
人
ひ
と
り
で
あ
る
こ
と
を
知
る
と

い
う
こ
と
は
、
ど
ん
な
に
か
す
ば
ら
し
い
こ
と
だ
ろ
う
。”
（「
版
画
は
風
の
中
を
と

ぶ
種
子
」

p.
28
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1
月

3
0
日（
火
）  

14
:0

0
–

2
月

4
日（
日
）  

11
:0

0
–

京
都
府
立
文
化
芸
術
会
館

 1
階
展
示
室

ar
t 

sp
ac

e 
co

-j
in
の
ス
タ
ッ
フ
が
見
ど
こ
ろ
や
魅
力
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。

虹
の
上
を
と
ぶ
船

 
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

E
ve

n
t

虹
の
上
を
と
ぶ
船
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第
3
会
場

 「
ar

t 
sp

ac
e

 c
o

-j
in
」

展
示
タ
イ
ト
ル

 「
ぼ
く
は
ふ
た
り
い
る
ん
だ

 —
平
野
智
之
平
野
智
之
展
—
」

住
所

  
〒

6
0

2-
0

8
5

3
 京
都
市
上
京
区
河
原
町
荒
神
口
上
ル

  
  

  
 宮
垣
町

8
3

 レ
・
フ
レ
ー
ル

1
階

期
間

  
2

01
8
年

1月
3

0
日（
火
） –

3
月

18
日（
日
）

時
間

  
10

:0
0

–
18

:0
0

内
容

  
各
作
家
作
品
展
示

展
示
作
家

  

平
野
智
之（
東
京
）、
平
野
智
之（
兵
庫
）

関
連
イ
ベ
ン
ト

「
平
野
智
之
平
野
智
之
サ
イ
ン
会
」

2
月

10
日（
土
）

14
:0

0
–

15
:3

0

E
xh

ib
it

io
n

 3

ぼ
く
は
ふ
た
り
い
る
ん
だ

 
—
平
野
智
之
平
野
智
之
展
—

ar
t 

sp
ac

e 
co

-j
in

連
作
絵
画
「
美
保
さ
ん
シ
リ
ー
ズ
」
で
知
ら
れ
る
平
野
智

之
、
独
特
の
世
界
観
で
漫
画
と
イ
ラ
ス
ト
を
描
く
平
野
智

之
。
そ
れ
ぞ
れ
過
去
の
「
共
生
の
芸
術
祭
」
で
も
話
題
と

な
っ
た

2
作
家
に
よ
る
“ふ
た
り
展
”を
開
催
し
ま
す
。
偶

然
に
も
同
姓
同
名
と
な
っ
た
二
人
の
作
家
の
感
性
が
交

差
す
る
、
新
し
い
試
み
の
展
示
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。



東
京
と
神
戸
の
離
れ
た
地
を
拠
点
と
す
る
ふ
た
り
の
作
家
は
、
偶
然
に

も
同
姓
同
名
。
本
展
の
タ
イ
ト
ル
に
な
っ
て
い
る「
ぼ
く
は
ふ
た
り
い
る

ん
だ
」は
、
企
画
を
持
ち
か
け
た
と
き
に
東
京
の
平
野
智
之
さ
ん
の
口

か
ら
ふ
と
発
せ
ら
れ
た
言
葉
で
し
た
。

平
野
智
之（
ク
ラ
フ
ト
工
房

L
a 

M
an

o
／
東
京
）は
ポ
ッ
プ
で
奥
行
き

の
あ
る
構
図
を
特
徴
と
し
た
連
作
絵
画
「
美
保
さ
ん
」
シ
リ
ー
ズ
、
平

野
智
之（
神
戸
光
生
園
／
兵
庫
）
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
ス
ト
ー
リ
ー
に
よ
る
漫

画
や
多
彩
な
イ
ラ
ス
ト
を
発
表
。
そ
れ
ぞ
れ
過
去
の「
共
生
の
芸
術
祭
」

に
も
出
展
さ
れ
話
題
と
な
り
ま
し
た
。
今
年
度
の
新
た
な
試
み
と
し
て

実
現
し
た
二
人
展
。
こ
れ
ま
で
は
お
互
い
の
存
在
を
知
ら
ず
に
続
け

て
き
た
創
作
活
動
が
そ
の
延
長
線
上
で
交
差
し
ま
す
。

ふ
た
り
の
平
野
智
之
は
、
不
思
議
と
ど
こ
か
で
つ
な
が
り
合
っ
て
い
る

よ
う
な
ス
ト
ー
リ
ー
性
の
あ
る
作
品
を
描
き
出
し
ま
す
。
そ
れ
ら
の
絵

は
一
見
す
る
と
シ
ン
プ
ル
で
あ
り
な
が
ら
、
ラ
イ
ン
一
本
ま
で
も
絶
妙

に
描
か
れ
て
い
る
の
が
分
か
り
ま
す
。
大
胆
な
構
図
に
目
を
奪
わ
れ

た
り
、
絵
に
添
え
ら
れ
る
ひ
と
言
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
心
に
留
め
た
り
す

る
う
ち
、描
き
手
の
生
き
生
き
と
し
た
感
性
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
で
す
。

こ
の
会
場
で
め
ぐ
り
会
っ
た
ふ
た
り
の
共
通
点
も
探
し
な
が
ら
、
そ
れ

ぞ
れ
の
独
創
的
で
夢
の
あ
る
世
界
が
展
開
さ
れ
ま
し
た
。

展
示
概
要

ぼ
く
は
ふ
た
り
い
る
ん
だ
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小
学
生
の
頃
か
ら
宇
宙
一
の
漫
画
家
を
志
す
。
描
き
続

け
た
作
品
は
す
べ
て
独
学
に
よ
る
も
の
で
、
大
量
の
ス

ケ
ッ
チ
か
ら
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。

2
0

15
年
「
ハ
ー
ト

で
ア
ー
ト
こ
う
べ

2
0

15
」
に
入
選
、

2
0

17
年
に
は
第

12
回
兵
庫
県
障
害
者
芸
術
・
文
化
祭
「
美
術
工
芸
作

品
公
募
展
」
受
賞
。「
共
生
の
芸
術
祭
」
へ
は
平
成

2
7

年
度
出
展
。

漫
画
の
コ
マ
割
り
か
ら
べ
た
塗
り
ま
で
、
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン

シ
ル
、
色
鉛
筆
、
油
性
ペ
ン
、
定
規
を
用
い
て
描
か
れ
、

難
解
な
セ
リ
フ
も
独
特
の
味
わ
い
を
醸
し
出
す
。
ロ
ゴ

制
作
も
得
意
と
し
、
作
品
の
表
紙
な
ど
に
使
用
さ
れ
て

い
る
。
本
展
で
は
製
本
も
手
掛
け
た
自
作
シ
リ
ー
ズ
漫

画
や
ア
ニ
メ
・
特
撮
ヒ
ー
ロ
ー
を
思
わ
せ
る
デ
ザ
イ
ン
画

の
数
々
に
加
え
、
プ
ラ
モ
デ
ル
箱
な
ど
も
出
展
。

 展
示
作
品

絵
画

 イ
ラ
ス
ト

 作
品
フ
ァ
イ
ル

 ス
ラ
イ
ド
シ
ョ
ー

 冊
子

 
プ
ラ
モ
デ
ル
箱

 な
ど

19
7

9
年
生
ま
れ
　
兵
庫
在
住

（
社
会
福
祉
法
人

 神
戸
聖
隷
福
祉
事
業
団

 神
戸
光
生
園
所
属
）

平
野

 智
之

H
IR

A
N

O
 T

o
m

o
yu

ki

ぼ
く
は
ふ
た
り
い
る
ん
だ

W
o

rk
s

1
0

0
H

IR
A

N
O

 T
o

m
o

y
u

k
i



ぼ
く
は
ふ
た
り
い
る
ん
だ
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“ヒ
ラ
ト
モ
さ
ん
”の
愛
称
で
親
し
ま
れ
る
。

2
0

11
年

「
ポ
コ
ラ
ー
ト
全
国
公
募
展

vo
l.

2
」
で
中
村
政
人
賞
を

受
賞
し
て
以
降
、
広
島
・
京
都
・
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展覧会を企画するという行為は、様々な意味で重労働だ。企画立案を行い、
作品を集めて、安全に展示し、広報活動も行わなければならない。そのい
ずれにも、多くの人との関わりがあり、資金調達の難しさもある。各地で
開催される展覧会を支えているのは、その苦労をものともしない企画者の
熱意に他ならない。展覧会では、展示された作品に感動を覚えると同時
に、企画者の思いに心を打たれることもある。後者に関して今回の「Hello 
World」展についていえば、私の心に残ったのは企画者がここまでに積み
重ねてきた制作者との丁寧な出会いの数々だった。

京都府内にとどまらず西日本の各地から本展に招待された作家は、村田清司
さんや八島孝一さんのように古くから何度も紹介されてきた方もいれば、濱
中徹さんや平田猛さんのようにこれまでほとんど紹介されてこなかった方も
いる。ダブディビ・デザイン＋みっくすさいだーのようなコラボレーション型
の取り組みもあれば、戸田雅夫さんのように鑑賞者との関係性に重きを置い
た展示もある。このような非常にバラエティに富んだ展示が可能になったの
は、企画者が日々、障がいと表現の関係について考え、様々な場所で地道な
調査活動を続けてきたからに違いない。展覧会は一夜にしてできるものでは
ないし、この IT化の時代においても情報は足で稼ぐしかないということを痛
感させられる。それを実践した企画者に大いなる敬意を表したい。

展覧会には様々な目的がある。多くの人に知ってもらいたい、新しい出会
いの場を創出したいというのもひとつだろう。会期の短さはともかくとして、
その目的のためには展覧会のロケーションや、壁面を極限まで排してフレー
ムのみで構成された透過性の高い展示造作は理に適っている。一方、作品
とじっくりと向き合い、心のひだの深いところでそれを味わうには、幾分の
欲求不満を感じざるを得ない会場ではあった。両者は互いに矛盾する要求
かもしれないが、とりわけ濱中徹さんの息を飲むような細やかな線や、戸田
雅夫さんの手にとって読み込むことが求められる冊子、平田猛さんのすさま
じい物量と力強い描写で見る者を圧倒する作品群などと対峙するには、も
う少し静かで閉鎖的な環境が欲しいところだ。ここを足がかりとして、一層
の広がりと深まりを期待したくなるような展覧会だった。

甲南大学文学部
服部正
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という結果を目の当たりにしたことは、さぞかし子供たちにも満足感を与え
たことだろう。そして、これこそが子供たちのさらなる制作への動機と意欲
へと繋がっていったのだろう。坂本先生は、創意工夫に富んだ発想ですこぶ
るいい循環を生み出したのだ。

先生という職業の常として起こること、つまり転勤の際にも、坂本先生が、前
任地での成果を次の赴任地に持ち運び、新しい生徒たちに自分たちの視点
から受け継がせていったことも、巧妙な仕掛けであったと思う。子供たちは、
共有する世界と表現している力に自然に反応し、自分も同じ場に立ちたいと
思っただろうと推測される。それだけでなく、彼らは、それまで以上のもの
を求めて、自分たちの想像力と創作意欲を高めていっただろう。共同制作さ
れた版も、おそらく先生がその維持にほんとうに苦心したと思われる、そう
した共有性、協働性を基盤にして、成り立って行ったのだろう。刷り上がった
自分たちの作品を目を輝かせて見入っている子供たちの姿がありありと想像
できるではないか。

京都市美術館館長
潮江宏三

この展覧会を見させていただいて、ストレートで力強い表現に到達した作品
が少なからずあったことにまず驚かされた。作者たちが共感し、共有する世
界が、作品全体にありありと存在し、一人一人が集中して制作に打ち込んでい
る姿も容易に想像できた。それは坂本小九郎先生の八戸における教育実践
の見事な成果であり、八戸市新美術館建設推進室（旧八戸市美術館）にこれ
らの作品が収蔵されていることは、「地域に密着した美術館を目指す」という
設置の目的を考えれば実に適切なコレクションなのではないかと思った。

とはいうものの、一方で違和感もあったことを正直に告白しておかなければ
ならない。それは、多くの人間が関わっているであろうにもかかわらず、そ
こにあまり個性が感じ取られなかったことだ。全体がバラバラでも、一人一
人が個性を発揮していれば、それでいいということではなく、むしろ全体が
あまりにも統一感を持っていることに違和感があり、その違和感の源を改め
て考え直さなければいけないのではないかと思った次第だ。

美術の指導をする場合に、一般的には子供たちが喜び、個性が出る色彩の
あるクレヨンやポスター・カラーなどを選ぶのに対し、坂本先生は白黒の木
版画を選び、しかもホワイト・ラインを多用する方向を選択した。そこに先
生の戦略があったのではないかと推測する。技法の統一性を選択することで、
子供たちから、実は正体不明の「個性」なるものとは別の特別な力を引き出
すことになったのではないかと推測されるのである。

その選択によって、線を引く力量の差、色感の相違を表に出さず、いわば「個
人の能力」の差異を白黒の画面が覆い隠し、制作を共通性、協働性の価値
の方向に方向づけたのではないか。これは、どちらが先かはわからないが、
そのことが、子供たちに、自分たちに共通する郷里の生活、海とのかかわり
の中に生きる生活という主題に素直に取り組む力を自然に生み出している。
それが、協働する喜びをもたらし、共通の世界を基盤とする想像力の飛躍
へと繋がっていったのではないかと思う。しかも、直彫りの木版画は、制作
者にしっかりした身体上の実感を残す技法である。この実感の上に、一人一
人の彫りの力と版の上の白黒の対比によって予想以上の表現力が生まれる

 「虹の上をとぶ船」に寄せて



ダブディビ・デザイン＋みっくすさいだー
p.62
p.63

p.64

p.65

p.68-69
p.70-71

p.75, p.90, p.92

p.76

p.77, p.91, p.93 

p.80

p.81

p.82

p.83

p.84

p.85

p.86

「タペストリー」みっくすさいだー
原画：「無題」中村清剛 制作年不明｜紙に
鉛筆
「トートバッグ、タペストリー」みっくすさいだー
原画：「ヘキサゴンとペンタゴン」2011年
作者：長村良彦｜紙にアクリル380×270
商品サンプル制作：株式会社フェリシモ、
ダブディビ・デザイン
原画：左原画：「夏のあじさいの わがしの
においがする 森の小びとの ようせいたち
の カフェテラス」作者：枝松直子｜紙に水
彩｜360×255
右「夏の貼り絵」山出高平｜紙に色紙コ
ラージュ｜540×380
商品サンプル（ハンカチ）制作：
ブルーミング中西株式会社、ダブディビ・
デザイン
      「とだのま IN 京都」イベント風景
      みずのてつおワークショップ
      イベント風景

「虹の上をとぶ船」完結編 　制作：湊中学校養
護学級 1977年｜木版｜2000×4000｜青森県
立郷土館所蔵
資料展示「文集 みなと」湊中学校 1973, 
1975年  263×183　坂本小九郎氏所蔵

「虹の上をとぶ船」完結編（部分）制作：湊
中学校養護学級 1977年｜木版｜2000×
4000｜青森県立郷土館所蔵
木版画集「海の物語」表紙　制作：鮫中学
校 1958年｜木版｜454x358
「うみねこ ひなと親鳥」制作：鮫中学校
OBはまなすの会 制作年不明｜木版 
235×150
「うみう・波間をとぶ」 制作：南浜中学校 
1964年｜ドライポイント｜174×250
「船 竜骨」 制作：江陽中学校 1969年
木版｜303×453
「船の一生 2 竜骨」 制作：湊中学校養護学
級 1972年｜木版｜302×457
「虹の上をとぶ船 23　おこった鯨は船をの
みこむ」制作：湊中学校養護学級 1973年
｜木版｜305x451
「虹の上をとぶ船」総集編Ⅱ3 星空をペガ
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作品リスト
題名｜制作年｜技法・素材｜寸法（mm）

平田猛
p.16
p.17
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八島孝一
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村田清司
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濱中徹
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川上建次
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戸田雅夫
p.47
p.48-49

国保幸宏
p.52

p.53
p.54

p.55

p.56

p.57

中村清剛
p.58

「無題」2017｜紙に色鉛筆｜210×297
「無題」2017｜紙に色鉛筆｜210×297
作品部分
「無題」2017｜紙に色鉛筆｜210×297

「ロボット」制作年不明｜プランター、毛糸、
がちゃがちゃのカプセル、金具類、プラグ、
セロハンテープ｜175×155×120
「ロボット」部分

「無題」制作年不明｜楮和紙にコンテ
145×100
「無題」部分
「無題」部分
「無題」｜制作年不明｜紙に色鉛筆｜部分

「ちいさなものたち」2007または 2008｜
イラストボード、水彩、鉛筆｜361×515
「ブーメランカメラ」詳細｜制作年不明｜イ
ラストボード、鉛筆、透明水彩｜286×380
左「蛹のなかで春を夢見る」不明｜紙、水
彩、鉛筆｜348×349
中「ガンゲン博士の標本」不明｜イラスト
ボード、水彩、鉛筆｜201×550
右「鉱石ラジオのちいさな音楽」不明｜紙、
鉛筆、アクリル絵の具｜220×515
左「やがて雪が」2016または 2017｜カ
ラーボード、アクリル絵の具、鉛筆
363×363
中「ブーメランカメラ」不明｜イラストボー
ド、鉛筆、透明水彩｜286×380
右「道端のちいさなもの」2000または
2001｜紙、水彩、鉛筆｜318×321
左「道端」1998または1999｜イラスト
ボード、鉛筆、透明水彩｜362×515
中「ちいさなものたち」2007または 2008
｜イラストボード、鉛筆、水彩｜361×515

右「歌を聞きたい」2009または 2010｜イ
ラストボード、水彩、鉛筆｜363×515
「歌を聞きたい」2009または 2010｜イラ
ストボード、水彩、鉛筆｜363×515

「流血雄也」2017年｜キャンバスに油彩
1303×1620
「流血雄也」部分
「ペス」2012年｜パネルに油彩｜
532×632
手前左「アンソンさん」2015年｜パネルに
油彩｜455×530
手前中「カウボーイ平谷さん」2013年
キャンバスに油彩｜410×318
手前右「葉巻とガンマン」2013年｜油彩｜
455×530
左「流血雄也」2017年｜キャンバスに油彩
1303×1620
中「ネコの逆襲」2005年｜キャンバスに油
彩｜1620×1303
右「小象のダイスケ」2004年｜キャンバス
に油彩｜1620×1303
「ネコの逆襲」2005年｜キャンバスに油彩
部分

「とだみくじ」イベント会場風景
      「戸田雅夫さんのノート」

「チェリスト」制作年不明｜オイルパステル・
アクリル絵の具・紙｜545×789
「チェリスト」部分
左「コカ・コーラ」制作年不明｜オイルパス
テル・アクリル絵の具・紙｜641×530
右「ファラオ」制作年不明｜鉛筆、オイルパ
ステル、紙｜542×392
「カップケーキ」詳細｜制作年不明｜オイル
パステル・アクリル絵の具・紙｜545×789
「怪獣」制作年不明｜オイルパステル、紙
530×641
左「花の小物」制作年不明｜オイルパステ
ル・アクリル絵の具・紙｜545×789
右「ひつじ」制作年不明｜オイルパステル・
アクリル絵の具・紙｜545×789

「無題」制作年不明｜紙にペン、鉛筆
210×297

サスと牛が飛んでいく 制作：湊中学校養
護学級 1976年｜木版｜1000×2000
「虹の上をとぶ船」総集編Ⅱ2 サソリと白い
鳥の争い（部分） 制作：湊中学校養護学級　
1976年｜木版｜1000×2000
上段左 「虹の上をとぶ船」総集編Ⅰ1 大鳥
に乗って星空を飛ぶ子ども 制作：湊中学
校養護学級 1975年｜木版｜1000×2000
上段右 「虹の上をとぶ船」総集編Ⅰ3つの
太陽 制作：湊中学校養護学級 1975年｜
木版｜1000×2000
下段左 「虹の上をとぶ船」総集編Ⅰ2 太陽
にむかって飛ぶ鳥の群 制作：湊中学校養
護学級 1975年｜木版
1000×2000
下段右 「虹の上をとぶ船」総集編Ⅰ4 海辺
の森と花 制作：湊中学校養護学級　1975
年｜木版｜1000×2000
上段左 「虹の上をとぶ船」総集編Ⅱ1 海神
が現れる 制作：湊中学校養護学級 1976
年｜木版｜1000×2000
上段右 「虹の上をとぶ船」総集編Ⅱ3 星空
をペガサスと牛が飛んでいく 制作：湊中
学校養護学級 1976年｜木版
1000×2000
下段左 「虹の上をとぶ船」総集編Ⅱ2 サソ
リと白い鳥の争い 制作：湊中学校養護学
級 1976年｜木版｜1000×2000
下段右 「虹の上をとぶ船」総集編Ⅱ4 花の
太陽から花がふる 制作：湊中学校養護学
級 1976年｜木版｜1000×2000
（p.80-89八戸市新美術館建設推進室所蔵）

「鉄人仮面」2017年｜紙に鉛筆、色鉛筆、
油性マジック
「太空勇者仮面 5」より部分 制作年不明｜
紙に鉛筆、油性マジック、ペン

「美保さんシリーズ パート4」2011
紙に色鉛筆｜210×297
「NEW美保さんシリーズ Ⅸ（新東名）」
2017｜部分
左「NEW美保さんシリーズⅨ（新東名）2017　
右「NEW美保さんシリーズⅤ（京都）2016
「NEW美保さんシリーズⅨ（新東名）2017

Exhibition 1

Exhibition 2

Exhibition 3



• アンコウの腹の中から人間の骨が出てく
る作品。漁のきびしさを目で身体で心で
とらえて表現している。「虹の上をとぶ船」
の中のかわいい女の子。作品全体がすば
らしくその中に自分の版画がないとこの作
品がさみしくなると語った感覚がすごいと
思った。

　 • 希望なのか、また
は悲しさなのか、
いろいろな感情
が伝わってくる作
品の数々でした。

• 何年もの蓄積にぐっときます。「い
きなり船がとぶわけでない」、あーそう
だーってなりました。

• 「竜骨」、「船の底」。大作はとてもすばら
しく、何時間でもぼーっと見ていたい気持
ちでした。小さな作品はどれも「ほんまよ
う見てるなー」としずかに感動するものば
かりで、中でもこの2作品には特に、何か
打たれるものがありました。

ぼくはふたりいるんだ
第 3会場 ar t space co-jin

• 兵庫の平野さんの作品は、以前にも一度
見たことがありますが、その独特のデフォ
ルメと難解なセリフが合わさったシュール
な世界観は健在でしたね。東京の平野さ
んの作品は、多分初めて見ましたが、キレ
イな色使いと主人公の美保さんのちょっと
変わった物語は、兵庫の平野さんと似た
所があって、不思議とマッチしていました。
同姓同名だけど、作風が違う二人の展覧
会、面白い試みだったので、またやって欲
しいです。願わくは、平野さんの「ヒーロー

Hello World

第1会場 イオンモール京都桂川

• イオンモールという場所で（いろんな
世代の人が来る）アートの幅の広さを感
じた。 何がアートか…!? とかあります
が、もっと多くの人に見てもらいたいな…

• 言葉 1つ1つが新しい気づきをもたら
してくれます。自分がいかに
回りのものを見ていな
かったか、見ているよ
うで、「これはこうある
もの」という先入観念で
ものを見ていたことに気づ
きます。

• ディスプレイが見やすくて、キ
レイでびっくりしました。コンパ
クトなのに広々して、バリアフリー

でした。大きな作品から立体作品、
いろんなアートがあってどの年
代にも受けると思いました。

• いろんな地域のいろいろな作
家の作品が見られてよかったと思い

ます。1つ1つの作品に力があって、もの
の本質のようなことを考えさせられます。

• 一部でもいいので販売もできるように
してもらったらいいのでは。

• ワークショップなど作者と出会える展
示、イベントがあればよいです !

虹の上をとぶ船
第2会場 京都府立文化芸術会館

• 坂本先生の情熱と子どもたちの熱意・熱
中を思い感激しました。世界をどう感じる
かを表現するということ、自分と他者のよ
さを認め合うこと、美術は生き方、考え方
を学ぶ大切な活動だと思いました。

• 過程を大事にするという教育方針の良
さが作品にあらわれていると思いました。
自分が学校で版画にとりくんでいた時は危
ないし面倒だしで好きとはいえなかったの
ですが、今回の作品群が内包する時間
の豊かさを感じて、なんとも勿体な
いことをしていたと考えさせられ
ます。

• 作品の制作年、作者の名（イニ
シャルでも、月日、人数など）などが欲

しいと思いました。生活、労動を見る眼の
確かさ、そして、物語や、自然にふれて、イ
マジネーションをふくらませていくようすが
伝わってきました。

• ジブリの映画で見て、不思議な絵だと思
い、誰が描いたんだろうと、ずっと思ってい
ました。やっぱり長い積み重ねがあって出
来た作品だったのですね。これでよくわか
り、すっきりしました。

• 素朴な作業のあつまりが、ものすごいエ
ネルギーになって感じられる。

マンガ」にもう一人の平野さんのキャラク
ター「美保さん」が特別出演するといっ
たコラボとか見てみたいです。これか
らもお二人の活躍に期待します。

• お二人ともとてもステ
キな絵でした。とても
可愛らしい絵ですが、
緻密さもあり、見入って
しまいます。これからもぜ
ひ作品を発表し続けてください。

• とても面白く、お二人言葉がいい。ずっ
と読んでいると、アナザーワールドに飛び
そうです。

• ステキです。きれいな線と、元気で優し
い物語ばかりで楽しかった。「ぼくはふた
りいるんだ」というタイトルもすばらしいで
す。ヒラトモさんのテレビ（NHK）を見て、
目が離せなくなったので、みに来ました。
本当に来て良かったです。ヒラトモさんも、
平野さんも、ふたりのぼく最高！ 大ファン
になりました!!!  大好きです！

• 大好きな美保さんシリーズ！ 不機嫌な
美保さんもかわいい。言葉の表現は、どち
らの平野さんの作品も、思わず声に出して
読みたくなりますね。

アンケート



平成29年度　art space co-jinきょうと障害者文化芸術推進機構
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「共生の芸術祭」
 ぼくはふたりいるんだ 
 —平野智之平野智之展—

相楽福祉会（相楽郡精華町）
平成29年
4月4日（火）–５月21日（日）

平成28年とっておきの芸術祭より
出展者を選出
平成29年
８月1日（火）–9月24日（日）

Ackey・XL・
藤橋貴之・国保幸宏
平成29年12月12日（火）–
平成30年1月21日（日）

障害者支援施設 DO

平成29年
５月30日（火）–７月23日（日）

NPO法人スウィングより
詩作品の展示
平成29年
10月３日（火）–12月３日（日）

平野智之（兵庫）・
平野智之（東京）
平成30年
1月30日（火）–3月18日（日）

「障害のある人もない人もともに安心していきいきと暮らしやすい社会」を目指し、 
共生社会の実現に向け障害者の文化芸術活動を推進することで、府民の障害への理
解を深め、障害者の社会参加の促進を図る。
文化芸術活動をとおした共生社会実現に向けた中核組織として活動。

講座開催／ワークショップ実施／サポーター養成

co-jinサポーター講座  1　講師／松尾惠

平成29年11月10日（金）

平成29年11月21日（火）

平成30年2月19日（月）

平成30年2月28日（水）

平成30年3月28日（水）

co-jinサポーター講座  2　講師／山下里加

co-jinサポーター講座  3　講師／入交佐妃

co-jinサポーター講座  4　講師／拾井美香

サポーター施設見学会＆交流会

作品と出会い、展示するまで
—ギャラリストの仕事とは ヴォイスギャラリーの歩みから—

はじめての文化政策
—福祉と文化の幸福な関係とは？—

作品を撮影しよう！
デジタルカメラ基礎講座（実習付き）

アートにまつわる著作権基礎講座
—知っておきたいこと・基礎のキ—

NPO法人スウィング
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お問い合わせ
ar t space co-jin きょうと障害者文化芸術推進機構
〒 602-0853 

京都市上京区河原町通荒神口上ル宮垣町 83レ ･フレール 1階
TEL&FAX 050-1110-7655

Email info@co-jin.jp

URL ht tp: //co-j in.jp

※本書に掲載されている作品の著作権は作者に帰属いたします。一切の複製・無断転載を禁じます。

共生の芸術祭

Hello World 展示記録

平成29（2017）年度

 展示協力  〈イオンモール京都桂川会場〉 アートSKY塾、アトリエとも、一般財団法人 川越病院、株式会社ぬか、株式
会社フェリシモ、京都市ふしみ学園 アトリエやっほぅ !!、社会福祉法人 しがらき会 信楽青年寮、社会福祉法人 日本
ヘレンケラー財団 ぶるうむ此花、社会福祉法人 ふたかみ福祉会 はびきの園、特定非営利活動法人 希望の園、柊 伸
江（株式会社ダブディビ・デザイン）、藤田一美（京都市ごみ減量推進会議）、ブルーミング中西株式会社〈京都府立
文化芸術会館会場〉 青森県立郷土館、坂本小九郎、八戸市新美術館建設推進室、八戸市立湊中学校、正谷伸夫（八
戸市公会堂館長）ヤマトロジティクス株式会社〈art space co-jin会場〉 クラフト工房LaMano、公益財団法人 横浜
市芸術文化振興財団 横浜市民ギャラリーあざみ野、社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団 神戸光生園（50音順・敬
称略）  参考出展  枝松直子、長村良彦、山出高平（50音順・敬称略）  会場構成・設営（イオンモール京都桂川会場）  dot 

architects  ビジュアルデザイン  UMMM  印刷  株式会社サンエムカラー、株式会社グラフィック  撮影  衣笠名津
美、当機構スタッフ、丹正和臣（ぬか つくるところ）  コピー制作  西内亜都子  主催  きょうと障害者文化芸術推進機構  

〈構成団体〉  独立行政法人国立美術館京都国立近代美術館、独立行政法人国立文化財機構京都国立博物館、公益
財団法人京都文化財団、京都市美術館、みずのき美術館、公益財団法人京都市芸術文化協会、公益財団法人京都市
音楽芸術文化振興財団、京都日本画家協会、京都工芸美術作家協会、一般社団法人京都府身体障害者団体連合会、
京都障害児者親の会協議会、一般社団法人京都手をつなぐ育成会、公益社団法人京都精神保健福祉推進家族会連
合会、京都知的障害者福祉施設協議会、特別支援学校長会、公益財団法人大学コンソーシアム京都、京都商工会議
所、京都新聞社、公益財団法人京都新聞社会福祉事業団、NHK京都放送局、株式会社京都放送、KBS京都、京都
府市長会、京都府町村会、京都府、京都市

 Special thanks（順不同・敬称略）  熊越浩平、城岸美稀、大手理絵、谷口かおる、並木清貴、朝倉浩之、長谷川葉月、
大倉佐知子、生實良子、塩見祐久、山﨑知子、山本憲孝、イオンリテール、イオンモール京都桂川各テナント and more...


