


刊行にあたって

大学の改革が叫ばれています。とくに国立大学は法人

化を目前にひかえ、統合再編や重点支援など大幅な構造

改革が求められています。東京芸術大学も例外ではなく

大きく揺れ動く社会に対し、自らの存在とその意義を示

していかなければなりません。いま我々が何を考え、何

をしようとしているのかを知ってもらう必要があります。

同時に学外からの視線を受けとめる姿勢も大切で、その

知る、知らせるための媒体としてこの広報誌「藝大通

信」を企画し、今回の刊行にいたりました。その時々の

話題やいま直面している諸問題などを「特集」記事とし

て掘り下げ、さらに多面的な角度からの「芸大につい

て」の情報を分かりやすく紹介します。ビジュアル的に

も芸大らしさを大切にした親しみやすい誌面構成を心が

けたいと考えています。

今回の創刊号では、巻頭に特集のテーマ「これからの

東京芸術大学」について、遠山敦子文部科学大臣と樋

口廣太郎東京芸術大学運営諮問会議議長のお二人に澄

川喜一学長が加わって、大いに語っていただく座談会を

企画いたしました。さらに「教育と表現の現場から」で

は本学の教官６人へのインタビューなどを掲載いたしま

した。心から感謝申し上げます。

今後、この「藝大通信」は本学における広報活動の中

心的役割を果たすことになると考え、年に３号から４号

のペースで発行する予定になっています。今後の充実し

た内容のためにみなさまの忌憚のないご意見やさまざま

なご協力をいただき、より充実した広報誌にしたいと考

えています。

藝大通信編集委員長

副学長（企画担当）

伊藤隆道
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二
十
一
世
紀
を
迎
え
て
、
芸
大
は〈
感
性
教
育
〉の
拠
点
と
し
て
、
何
を
果
た
し
て
い
く
べ
き
か
。

学
長
を
囲
ん
で
の
特
別
座
談
会
と
、
六
人
の
教
官
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
探
る
、
芸
大
の
未
来
像
。

特
集こ
れ
か
ら
の

東
京
芸
術
大
学
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特集　これからの東京芸術大学

時代が変化を求めるとき新しい芸術は生まれ、時代を切り拓く――。
文化立国に向けて芸術が重要視されるなかで、東京芸術大学には牽引役としての
役割が期待されている。歴史ある芸大が21世紀に果たすべき課題とはどのようなものなのか。
遠山敦子文部科学大臣と樋口廣太郎東京芸大運営諮問会議議長にお集まりいただき、
澄川喜一学長と、本学の今後のあるべき姿を語っていただいた。

座談会

芸術教育がになう
役割と課題



経
済
大
国
か
ら
、
文
化
立
国
へ

澄
川

本
日
は
お
忙
し
い
と
こ
ろ
お
集
ま
り
い
た
だ
き
ま
し

て
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

東
京
芸
術
大
学
で
は
こ
の
た
び
学
外
向
け
広
報
誌
「
藝

大
通
信
」
を
創
刊
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
て
、
お
二
方
に
ぜ

ひ
、
今
後
芸
大
が
果
た
す
べ
き
役
割
や
課
題
に
つ
い
て
ご
意

見
を
伺
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

歴
史
を
振
り
返
り
ま
す
と
、
芸
大
美
術
学
部
の
前
身
、

東
京
美
術
学
校
の
前
史
で
あ
る
工
部
美
術
学
校
が
開
設
さ

れ
た
の
は
一
八
七
六
年
（
明
治
九
年
）
の
こ
と
で
す
。
明
治

維
新
の
五
年
前
、
一
八
六
三
年
に
伊
藤
博
文
ら
が
ロ
ン
ド

ン
大
学
へ
留
学
し
て
、
当
時
の
進
ん
だ
西
欧
文
明
を
目
の
あ

た
り
に
し
て
大
き
な
衝
撃
を
受
け
た
わ
け
で
す
が
、
日
本
を

近
代
国
家
に
す
る
に
は
ま
ず
人
材
を
育
て
な
く
て
は
い
け
な

い
と
、
彼
ら
は
帰
国
後
に
工
部
大
学
校
（
現
在
の
東
京
大

学
工
学
部
）
を
設
立
し
ま
し
た
。
同
時
に
、
柔
軟
な
発
想

と
創
意
工
夫
の
で
き
る
感
性
豊
か
な
人
材
を
育
て
る
た
め
に

設
立
さ
れ
た
の
が
工
部
美
術
学
校
、
そ
し
て
改
め
て
創
立
さ

れ
た
の
が
東
京
美
術
学
校
、
い
ま
の
芸
大
な
ん
で
す
。
音
楽

学
部
に
つ
い
て
は
、
音
楽
取
調
掛
の
設
置
（
一
八
七
九
年
）

と
、
そ
れ
を
改
め
た
音
楽
学
校
が
も
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

国
を
興
す
に
は
技
術
と
芸
術
と
い
う
二
つ
の
「
術
」
が
欠
か

せ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

遠
山

日
本
は
こ
こ
十
年
以
上
経
済
が
停
滞
し
、
国
民
も

誇
り
を
失
い
始
め
て
い
ま
す
。
か
つ
て
の
輝
き
を
取
り
戻
そ

う
と
、
小
泉
政
権
は
構
造
改
革
を
推
し
進
め
て
い
ま
す
が
、

た
し
か
に
経
済
と
い
う
の
は
非
常
に
大
事
で
す
け
れ
ど
も
、

そ
の
国
の
品
格
を
表
し
、
伝
統
を
伝
え
、
将
来
の
創
造
に
つ

な
げ
る
役
割
を
果
た
す
の
は
文
化
だ
と
思
い
ま
す
。
日
本
に

は
優
れ
た
文
化
と
伝
統
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
を
継
承
し

て
い
く
と
同
時
に
、
現
代
に
マ
ッ
チ
さ
せ
発
展
さ
せ
て
い
く

こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
の
意
味
で
芸
大
は
、
芸

術
文
化
を
専
門
的
に
深
く
究
め
て
い
る
日
本
唯
一
の
国
立
大

学
で
あ
り
、
歴
史
的
に
も
た
い
へ
ん
な
蓄
積
を
も
ち
、
す
ば

ら
し
い
人
材
を
数
多
く
輩
出
し
て
お
ら
れ
る
。「
文
化
立
国
」

（
★
１
）
と
い
う
面
で
も
、
芸
大
に
寄
せ
る
期
待
は
非
常
に

大
き
い
で
す
ね
。

樋
口

極
端
に
言
い
ま
す
と
、
芸
術
が
な
く
て
も
人
間
は
死

な
な
い
ん
で
す
。
し
か
し
、
芸
術
は
、
社
会
に
大
き
な
活
力

を
与
え
、
変
化
を
投
げ
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば

ル
ネ
サ
ン
ス
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
歴
史
を
振
り
返
る

と
、
日
本
で
も
西
欧
で
も
文
化
が
栄
え
て
い
る
時
代
に
は
必

ず
変
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
見
方
を
変
え
れ
ば
、
変
化
が

あ
る
と
き
に
文
化
が
生
ま
れ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

い
ま
、
日
本
に
必
要
な
の
は
変
化
で
す
が
、
そ
れ
を
促
す
の

が
芸
術
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

神
話
を
例
に
し
ま
す
と
、
天
照
大
神

ア
マ
テ
ラ
ス
オ
オ
ミ
カ
ミ

が
天
岩
戸

ア
マ
ノ
イ
ワ
ト

に
隠
れ
た

と
き
、
世
の
中
は
暗
く
な
り
ま
し
た
。
要
す
る
に
、
光
を
持

っ
て
い
る
人
、
明
る
い
人
が
い
な
く
な
っ
た
ら
暗
く
な
っ
て

し
ま
う
。
そ
こ
で
天
鈿
女
命

ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
ノ
ミ
コ
ト

が
岩
戸
の
前
で
踊
る
と
、
天
照

大
神
は
に
ぎ
や
か
さ
に
つ
ら
れ
て
思
わ
ず
岩
戸
を
開
け
て
み

る
。
そ
こ
を
手
力
雄
神

タ
ヂ
カ
ラ
オ
ノ
カ
ミ

―
―
い
ち
ば
ん
の
力
持
ち
が
一
気
に

岩
戸
を
開
け
て
、
光
が
さ
し
こ
む
…
…
。
手
力
雄
神
は
経

済
、
天
照
大
神
が
芸
術
で
す
よ
、
こ
れ
は
非
常
に
象
徴
的
だ

と
思
い
ま
す
。

新
た
な
芸
術
は
、つ
ね
に
作
品
か
ら
始
ま
る

樋
口

私
が
日
本
文
化
の
な
か
で
興
味
を
惹
か
れ
る
も
の
の

ひ
と
つ
に
、
鳥
羽

と
　
ば

僧
正

そ
う
じ
ょ
う

の
「
鳥
獣

ち
ょ
う
じ
ゅ
う

戯
画

ぎ
　
が

」
が
あ
り
ま
す
。
サ

ル
と
か
ウ
サ
ギ
、
カ
エ
ル
を
擬
人
化
す
る
、
言
っ
て
み
れ
ば

「
マ
ン
ガ
」
の
は
し
り
で
す
よ
ね
。
時
代
が
ず
っ
と
下
が
り
、

明
治
時
代
に
な
っ
て
、
岡
本
一
平
が
マ
ン
ガ
を
描
い
た
と
き

に
も
、
画
家
が
マ
ン
ガ
を
描
く
と
は
何
事
か
と
い
っ
た
批
判

が
あ
っ
た
け
れ
ど
、
夏
目
漱
石
が
こ
れ
は
お
も
し
ろ
い
じ
ゃ

な
い
か
と
評
価
し
た
。
明
治
き
っ
て
の
知
識
人
が
そ
う
言
っ

た
と
た
ん
、
マ
ン
ガ
に
対
す
る
世
の
中
の
感
覚
が
一
転
し
て

し
ま
っ
た
ん
で
す
。
そ
う
し
た
芸
術
の
流
れ
を
見
る
と
、
日

本
は
お
お
ら
か
で
す
よ
ね
。
西
欧
の
場
合
は
、
キ
リ
ス
ト
教

に
仕
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
す

か
ら
。

い
ま
の
話
で
も
う
一
つ
言
え
る
の
は
、
新
し
い
芸
術
は
理

論
か
ら
始
ま
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
芸
大
の
歴

史
を
見
て
も
、
美
術
学
校
第
一
期
生
の
横
山
大
観
に
始
ま

り
、
錚
々
た
る
作
品
群
に
ま
ず
目
を
奪
わ
れ
ま
す
。
い
ま
、

芸
大
の
運
営
諮
問
会
議
の
議
長
を
や
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
い

ま
す
が
、
理
論
ば
か
り
で
作
品
を
つ
く
ら
な
い
人
が
芸
術
を

教
え
る
と
い
う
の
は
お
こ
が
ま
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
っ

た
話
が
出
ま
す
。
作
品
づ
く
り
を
意
欲
的
に
や
る
に
は
発
表

の
場
が
ま
ず
必
要
で
す
が
、
そ
れ
が
奏
楽
堂
で
あ
り
、
大
学

美
術
館
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。
や
は
り
作
品
そ
の
も
の
が
エ

ネ
ル
ギ
ー
に
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

私
は
東
京
都
現
代
美
術
館
の
館
長
も
や
ら
せ
て
い
た
だ
い

て
い
ま
す
が
、
着
任
し
て
か
ら
最
も
盛
況
だ
っ
た
の
は
、
フ

ァ
ッ
シ
ョ
ン
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
三
宅
一
生
さ
ん
の
展
覧
会
で
し

た
。
ド
イ
ツ
に
も
巡
回
し
て
大
成
功
し
て
い
る
よ
う
で
す

が
、
作
品
あ
っ
て
の
芸
術
と
つ
く
づ
く
感
じ
ま
す
。
も
ち
ろ

ん
理
論
も
大
事
で
す
が
、
理
論
の
一
歩
手
前
と
い
う
か
、
物

事
を
考
え
る
上
の
手
助
け
を
す
る
こ
と
が
芸
術
の
根
本
な
の

で
は
な
い
か
。
芸
術
が
な
く
て
も
人
は
死
な
な
い
け
れ
ど
、

あ
っ
た
ほ
う
が
楽
し
い
し
、
豊
か
に
し
て
く
れ
る
。
世
の
中

を
変
え
る
こ
と
も
で
き
る
と
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
か
ら
、

芸
大
の
運
営
諮
問
会
議
に
も
ま
す
ま
す
活
力
を
与
え
て
い
き

た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

澄
川

芸
術
に
か
ぎ
ら
ず
、
人
が
生
活
し
て
い
く
上
で
は
創

意
工
夫
が
必
要
で
す
。
何
か
問
題
に
直
面
す
る
と
、
ど
う
や

っ
て
解
決
し
よ
う
か
と
い
う
創
意
工
夫
の
意
欲
が
湧
い
て
く

る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
が
芸
術
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
芸
術
」
と
い
う
と
言
葉
が
硬
く
な
り
ま
す
が
、
人
生
の
あ

ら
ゆ
る
場
面
で
創
意
工
夫
の
で
き
る
人
材
を
育
成
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

芸
大
を
出
て
、
職
業
的
な
芸
術
家
に
な
る
人
も
い
れ
ば
、

日
常
生
活
の
な
か
で
フ
ラ
ワ
ー
デ
ザ
イ
ン
や
イ
ン
テ
リ
ア
デ
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一
九
九
八
年
三
月
に
文
化
庁
が
策

定
し
た
「
文
化
振
興
マ
ス
タ
ー
プ

ラ
ン
―
文
化
立
国
の
実
現
に
向
け

て
―
」
に
基
づ
く
文
化
行
政
の
総

合
的
推
進
政
策
目
標
。

「
文
化
立
国
に
向
け
て
」
と
副
題

が
付
け
ら
れ
た
「
平
成
十
二
年
度

教
育
白
書
」（
文
部
科
学
省
）
で

は
、
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い

る
。

「
文
化
庁
で
は
、
文
化
行
政
の
基

本
的
な
役
割
は
、
伝
統
的
な
文
化

を
踏
ま
え
、
個
性
あ
る
文
化
を
振

興
す
る
こ
と
に
よ
り
、
心
豊
か
な

社
会
の
実
現
に
資
す
る
と
と
も
に
、

こ
れ
を
世
界
に
向
け
て
発
信
し
、

人
類
の
文
化
の
進
展
に
資
す
る
こ

と
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ

の
よ
う
に
、
内
に
あ
っ
て
は
文
化

を
も
っ
て
国
民
共
通
の
よ
り
ど
こ

ろ
と
な
し
、
外
に
あ
っ
て
は
文
化

を
も
っ
て
国
の
『
顔
』
と
な
す
国

家
を
文
化
立
国
と
位
置
付
け
、
そ

の
実
現
に
努
力
し
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。」

文
化
立
国

★
１



ザ
イ
ン
を
続
け
て
い
く
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。
水
は
地
表
を

川
と
な
っ
て
流
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
地
下
の
深
い
と

こ
ろ
で
も
脈
々
と
流
れ
て
い
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も
表
立
っ

て
は
い
な
く
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
に
浸
透
し
て
生
活

文
化
全
体
を
引
き
上
げ
て
い
る
わ
け
で
す
。

遠
山

先
般
、
大
学
美
術
館
で
お
こ
な
わ
れ
た
先
生
の
退
官

記
念
展
「
そ
り
の
あ
る
か
た
ち
」（
二
十
一
頁
・
Ｎ
Ｅ
Ｗ
Ｓ

欄
参
照
）
を
拝
見
し
ま
し
て
、
非
常
に
感
銘
を
受
け
ま
し

た
。
い
ろ
い
ろ
な
素
材
を
使
い
な
が
ら
素
材
の
心
を
読
み
取

り
、
ご
自
分
の
主
張
を
投
入
し
て
非
常
に
美
し
い
形
へ
と
昇

華
な
さ
っ
て
い
ま
す
ね
。
芸
術
家
は
自
分
の
す
べ
て
を
作
品

に
投
入
し
、
人
間
そ
の
も
の
が
充
実
し
て
い
な
い
と
作
品
も

い
い
も
の
に
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
非
常
に
大
事
な
こ
と
で
す
。

大
学
教
育
は
そ
の
辺
を
自
然
と
悟
ら
せ
る
も
の
に
な
れ
ば
い

い
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
最
先
端
を
行
く
芸
術
家
は
、
そ
の
人
が
生
き
て
い

る
と
き
は
固
有
名
詞
を
持
ち
、
渾
身
の
力
を
込
め
て
表
現
さ

れ
る
わ
け
で
す
が
、
幾
世
紀
か
経
る
と
、
そ
の
芸
術
家
が
切

り
拓
い
た
時
代
や
特
色
を
継
ぐ
人
た
ち
が
出
て
き
て
、
あ
る

普
遍
的
な
芸
術
文
化
の
層
を
形
成
し
、
や
が
て
は
そ
の
人
を

生
ん
だ
国
の
文
化
に
な
る
ん
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
一
人
ひ
と

り
の
芸
術
家
の
活
躍
は
、
同
時
代
に
生
き
る
人
び
と
の
心
を

豊
か
に
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
彼
ら
の
芸
術
が
次
第
に
蓄
積

さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
が
燦
然

さ
ん
ぜ
ん

と
輝
き
続
け
る
と
同
時

に
、
一
国
の
豊
か
な
土
壌
を

つ
く
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の

意
味
で
も
、
芸
術
家
た
ち
は

と
て
も
大
事
な
存
在
な
の
だ

と
思
い
ま
す
。

樋
口

芸
術
の
な
か
に
は
、

た
と
え
ば
「
琳
派

り

ん

ぱ

」
の
よ
う

に
工
房

フ
ァ
ク
ト
リ
ー
と
い
う
か
た
ち
で
伝

承
さ
れ
て
い
く
も
の
も
あ
り

ま
す
ね
。
実
を
言
い
ま
す
と

私
の
先
祖
は
琳
派
で
し
て
、

も
と
は
北
面
の
武
士
だ
っ
た
の
が
、
趣
味
が
こ
う
じ
て
樋
口

と
い
う
姓
を
捨
て
、
丸
屋
半
兵
衛
と
い
う
金
蒔
絵
師
に
な
っ

た
ん
で
す
。
デ
ザ
イ
ン
は
尾
形
光
琳
や
俵
屋
宗
達
が
描
い
た

か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
彼
ら
が
石
を
彫
っ
た
り
金
蒔
絵
を

描
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。

遠
山

琳
派
の
残
し
た
芸
術
は
当
時
と
し
て
は
非
常
に
斬
新

な
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
が
、
今
日
、
私
た
ち
の
目
か
ら

見
て
も
、
や
は
り
時
代
を
画
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
桃
山

時
代
の
絢
爛
豪
華
な
芸
術
の
革
命
的
な
時
期
は
、
琳
派
だ

け
で
は
な
く
て
、
能
楽
を
は
じ
め
茶
道
と
か
華
道
と
か
、
さ

ま
ざ
ま
な
も
の
が
発
展
し
た
時
期
で
も
あ
り
ま
す
。
わ
が
国

の
誇
る
一
時
期
で
、
そ
の
後
江
戸
時
代
に
入
っ
て
も
、
ず
っ

と
そ
の
成
果
は
引
き
継
が
れ
て
い
ま
す
。

一
人
の
優
れ
た
人
が
作
品
を
残
し
、
そ
の
人
が
大
き
な
組

織
な
り
集
団
を
つ
く
っ
て
力
強
く
引
っ
張
る
こ
と
で
、
一
つ

の
時
代
を
画
し
て
い
く
―
―
。
そ
れ
は
国
に
と
っ
て
も
、
文

化
の
大
事
な
転
換
点
で
も
あ
り
ま
す
。
音
楽
で
も
、
バ
ッ
ハ

が
そ
れ
ま
で
の
時
代
の
集
大
成
を
し
、
そ
の
後
モ
ー
ツ
ァ
ル

ト
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
と
次
々
に
継
承
・
発
展
さ
せ
る
音
楽

家
が
出
て
き
ま
し
た
が
、
バ
ッ
ハ
の
音
楽
は
い
ま
も
輝
き
を

放
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
波
及
効
果
は
最
初
に
走
る
人
は

と
く
に
自
覚
し
て
は
い
な
い
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
、
だ
か
ら

こ
そ
行
政
や
社
会
は
芸
術
の
波
及
効
果
の
大
切
さ
を
認
識
し

て
、
優
れ
た
個
性
が
伸
び
て
い
く
よ
う
支
え
て
い
く
必
要
が

あ
る
の
だ
と
あ
ら
た
め
て
感
じ
ま
す
。

樋
口

文
化
庁
、
あ
る
い
は
文
部
科
学
省
の
果
た
し
て
い
る

役
割
は
ま
す
ま
す
大
き
く
な
る
と
思
い
ま
す
ね
。
そ
う
い
う

面
で
は
私
も
非
常
に
喜
ん
で
や
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま

し
て
、
財
政
制
度
審
議
会
で
も
私
が
や
ら
せ
て
い
た
だ
い
て

か
ら
予
算
が
二
倍
に
な
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
芸
術
の
も
つ

波
及
効
果
や
重
要
性
は
、
国
も
認
め
て
い
る
ん
で
す
よ
。

芸
術
を
生
み
出
す
方
た
ち
へ
の
期
待
と
し
て
申
し
上
げ
た

い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
染
付
陶
芸
作
家
の
近
藤
悠
三
さ
ん
が

言
っ
た
、「
職

し
ょ
く

商
人

あ
き
ん
ど

」
と
い
う
言
葉
な
ん
で
す
。
芸
術
家
は

職
人
で
あ
る
と
同
時
に
、
商
人
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
つ

ま
り
、
い
い
も
の
を
つ
く
っ
た
の
だ
か
ら
褒
め
ら
れ
て
当
た

り
前
と
い
う
の
で
は
な
く
、
ど
う
い
う
工
夫
を
し
て
こ
れ
を

つ
く
っ
た
か
を
説
明
で
き
て
皆
か
ら
評
価
さ
れ
る
よ
う
で
な

く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
意
味
で
す
。
商
人
と
い
う
の
は

金
儲
け
と
い
う
意
味
じ
ゃ
な
く
て
、
説
明
責
任
、
い
ま
で
言

う
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
で
す
よ
。

澄
川

た
し
か
に
、
た
だ
閉
じ
こ
も
っ
て
い
た
の
で
は
理
解

し
て
も
ら
え
ま
せ
ん
。

映
像
芸
術
の
研
究
・
教
育
が
よ
り
重
要
に

樋
口

東
京
都
現
代
美
術
館
で
は
、
い
ま
村
上
隆
さ
ん
の

展
覧
会
（
八
月
二
十
五
日
〜
十
一
月
四
日
）
を
開
催
し
て

い
ま
す
。
彼
は
東
京
芸
術
大
学
で
日
本
画
を
勉
強
し
て
、
そ

こ
か
ら
ア
ニ
メ
や
マ
ン
ガ
、
ゲ
ー
ム
と
い
っ
た
サ
ブ
カ
ル
チ

ャ
ー
領
域
に
切
り
込
ん
で
い
ま
す
が
、
横
浜
美
術
館
で
は
ほ

ぼ
同
時
期
に
奈
良

な

ら

美
智

よ
し
と
も

さ
ん
の
展
覧
会
（
八
月
十
一
日
〜

十
月
十
四
日
）
を
お
こ
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。
彼
は
村
上
さ

ん
よ
り
二
歳
年
上
で
愛
知
県
立
芸
術
大
学
の
出
身
で
す
が
、

い
わ
ば
良
き
ラ
イ
バ
ル
同
士
で
あ
る
二
人
の
個
展
を
同
時
期

に
開
催
す
る
こ
と
が
相
乗
効
果
と
な
っ
て
、
お
客
さ
ん
が
両

方
と
も
観
た
い
と
、
東
京
と
横
浜
の
両
方
を
行
き
来
し
て
い

る
ん
で
す
。
も
と
も
と
彼
ら
は
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
的
な
も
の

を
や
る
つ
も
り
で
ス
タ
ー
ト
し
て
は
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
お

6
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二
人
と
も
時
代
の
要
望
に
合
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

遠
山

二
十
一
世
紀
は
Ｉ
Ｔ
の
時
代
で
あ
り
ま
す
し
、
そ
れ

か
ら
国
民
の
興
味
、
関
心
の
種
類
が
従
来
型
の
も
の
だ
け
で

は
満
足
し
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
今
後
さ
ら
に
重

要
に
な
っ
て
く
る
と
思
う
の
が
映
像
文
化
で
す
。
映
画
や
ア

ニ
メ
の
よ
う
な
映
像
芸
術
は
、
日
本
に
と
っ
て
非
常
に
得
意

な
分
野
で
も
あ
り
ま
す
ね
。
こ
れ
を
も
っ
と
伸
ば
し
て
い
く

必
要
が
あ
っ
て
、
新
し
い
映
像
文
化
に
つ
い
て
の
研
究
な
り

教
育
な
り
を
充
実
し
た
い
も
の
で
す
。
思
え
ば
、
現
代
の
大

変
優
秀
な
ア
ニ
メ
作
品
の
先
駆
け
と
し
て
は
、
さ
き
ほ
ど
樋

口
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
「
鳥
獣
戯
画
」
も
あ
る
わ
け
で
す

し
、
映
画
の
分
野
で
は
、
黒
澤
明
監
督
の
よ
う
に
世
界
に
誇

る
べ
き
作
品
を
生
み
出
し
て
き
ま
し
た
が
、
映
像
の
文
化
に

つ
い
て
も
、
ぜ
ひ
世
界
を
先
取
り
す
る
作
品
を
発
信
し
て
も

ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
映
像
の
醸
し
出
す
イ
ン
パ
ク
ト
や

感
動
は
、
世
界
の
人
々
を
揺
り
動
か
す
大
き
さ
を
持
っ
て
い

ま
す
。

澄
川

一
九
四
九
年
（
昭
和
二
十
四
年
）
に
美
術
学
校
と

音
楽
学
校
が
一
緒
に
な
っ
て
芸
大
に
な
っ
た
ん
で
す
が
、
芸

大
に
な
る
と
き
に
は
映
像
芸
術
科
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
た

ん
で
す
。

さ
き
ほ
ど
の
お
話
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
芸
術
に
は
ラ
イ

バ
ル
の
存
在
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
音
楽
と
美
術
は
「
酢

と
油
」
の
関
係
だ
と
私
は
言
っ
て
お
り
ま
し
て
、
学
長
が
上

手
に
か
き
混
ぜ
て
胡
椒
で
味
つ
け
を
す
れ
ば
、
す
ご
く
美
味

し
い
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
に
な
る
（
笑
）。
酢
と
油
と
い
う
相
容

れ
な
い
も
の
を
比
喩
に
も
ち
だ
し
た
の
は
、
音
楽
と
美
術
は

専
門
領
域
は
違
う
け
れ
ど
、
お
た
が
い
に
切
磋
琢
磨
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
す
。
い
ま
大
臣
が
お
っ
し
ゃ

っ
た
よ
う
に
、
つ
ね
に
時
代
を
意
識
し
て
動
き
つ
づ
け
な
く

て
は
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。

芸
大
で
は
、
す
で
に
先
端
芸
術
表
現
科
を
三
年
前
に
ス
タ

ー
ト
さ
せ
て
い
ま
す
。
色
と
形
と
音
と
光
が
全
部
そ
ろ
わ
な

い
と
、
無
味
乾
燥
に
な
っ
て
し
ま
う
。
美
術
と
音
楽
は
重
な

る
部
分
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
か
ら
、
領
域
を
超
え
て
芸
大

は
や
ろ
う
と
動
き
は
じ
め
て
い
ま
す
。

樋
口

と
こ
ろ
で
横
浜
の
み
な
と
み
ら
い
地
区
で
は
、
い
ま

「
横
浜
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
２
０
０
１
」（
九
月
二
日
〜
十
一

月
十
一
日
）
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。
現
代
美
術
の
最
先

端
の
動
向
を
紹
介
し
な
が
ら
、
映
像
・
音
楽
・
美
術
な
ど
複

数
の
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
や
科
学
や
哲
学
と
の
交
流
も
試
み
る
日

本
で
は
初
め
て
の
大
規
模
な
国
際
現
代
美
術
展
で
す
。
私
は

つ
い
こ
の
あ
い
だ
ベ
ネ
チ
ア
・
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
か
ら
帰
っ
て

き
た
ば
か
り
だ
っ
た
ん
で
す
が
、
さ
っ
そ
く
観
に
い
っ
て
、

「
日
本
は
す
ご
い
な
」
と
感
激
し
ま
し
た
。

遠
山

水
は
低
き
に
流
れ
る
と
言
い
ま
す
が
、
私
は
「
文
化

は
高
き
に
集
ま
る
」
と
考
え
て
い
ま
す
。
日
本
に
は
い
ろ
い

ろ
な
伝
統
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
は
現
代
的
な
創
造
的

活
動
を
活
性
化
さ
せ
て
、
も
っ
と
世
界
へ
発
信
す
る
べ
き
で

し
ょ
う
。
た
と
え
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
に
関
す
る
国
際
会

議
や
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
を
開
催
し
て
い
く
な
か
で
、
世
界
中

か
ら
人
々
が
集
ま
っ
て
く
れ
ば
、
日
本
自
体
の
芸
術
文
化
も

高
ま
る
し
、
人
材
も
集
ま
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。

そ
の
よ
う
な
意
味
で
も
、
私
は
文
化
発
信
は
も
の
す
ご
く

大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
か
つ
て
大
使
と
し
て
ト
ル
コ
に
い
た

と
き
、
日
本
の
芸
術
作
品
を
展
示
し
た
り
紹
介
す
る
機
会
に

恵
ま
れ
た
お
か
げ
で
、
ト
ル
コ
の
人
た
ち
の
日
本
に
対
す
る

見
方
が
た
い
へ
ん
変
わ
っ
て
き
た
ん
で
す
。
そ
の
際
に
は
、

洋
楽
、
邦
楽
、
美
術
な
ど
芸
大
の
先
生
方
に
は
随
分
お
世

話
に
な
り
ま
し
た
。
も
と
も

と
ト
ル
コ
の
人
た
ち
は
親
日

的
な
の
で
す
が
、
た
ん
に
経

済
援
助
を
し
て
く
れ
る
国
だ

と
思
っ
て
い
た
の
が
、
ま
す

ま
す
尊
敬
を
得
た
と
い
う
よ

う
に
感
じ
ま
し
た
。
文
化
を

発
信
し
て
日
本
の
豊
か
な
文

化
を
認
識
し
て
も
ら
う
こ
と

は
、
外
交
的
に
も
非
常
に
有

効
な
手
段
で
す
し
、
長
い
目

で
見
れ
ば
、
日
本
の
安
全
保
障
に
も
つ
な
が
る
と
思
う
の
で

す
。

澄
川

た
し
か
に
、
芸
術
に
は
国
境
は
あ
り
ま
せ
ん
。

樋
口

お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
ね
。
今
年
は
「
日
本
に
お

け
る
イ
タ
リ
ア
年
」
と
い
う
こ
と
で
、
い
ろ
い
ろ
な
催
し
が

開
か
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
、
イ
タ
リ
ア
が
長
年
主
張
し
て
き

た
の
は
、
日
本
か
ら
は
何
の
作
品
も
来
な
い
じ
ゃ
な
い
か
と

い
う
こ
と
で
す
。
日
本
の
仏
教
美
術
に
は
、
世
界
に
誇
れ
る

よ
う
な
作
品
が
た
く
さ
ん
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宗
教
上

の
制
約
が
あ
っ
て
海
外
に
持
ち
出
す
の
は
非
常
に
難
し
い
。

フ
ラ
ン
ス
の
シ
ラ
ク
大
統
領
も
、
ぜ
ひ
フ
ラ
ン
ス
へ
持
っ
て

き
て
ほ
し
い
と
お
っ
し
ゃ
る
の
は
、
や
は
り
仏
教
美
術
が
中

心
の
よ
う
で
す
ね
。

遠
山

文
化
庁
の
長
官
を
や
っ
て
い
ま
し
た
と
き
に
、
イ
タ

リ
ア
側
か
ら
そ
う
い
う
不
満
の
声
を
聞
き
ま
し
た
。
そ
れ

で
、
イ
タ
リ
ア
に
持
っ
て
い
っ
た
の
が
「
信
仰
の
美
四
〇
〇

〇
年
」
展
な
の
で
す
。
縄
文
時
代
の
火
焔
土
器
か
ら
始
ま

り
、
仏
像
や
仁
王
像
の
数
々
、
琳
派
の
屏
風
絵
で
終
わ
る
た

い
へ
ん
立
派
な
作
品
ば
か
り
の
展
覧
会
で
し
た
。
今
回
の
イ

タ
リ
ア
年
の
豊
富
な
文
化
行
事
は
、
そ
の
よ
う
な
文
化
交
流

の
歴
史
を
バ
ッ
ク
に
持
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

樋
口

土
器
と
言
え
ば
、
今
年
、
東
京
国
立
博
物
館
で

「
土
器
の
造
形
―
―
縄
文
の
動
・
弥
生
の
静
」
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
ね
。
私
は
、
心
の
底
か
ら
圧
倒
さ
れ
ま
し
た
。
あ

樋口廣太郎
ひぐち・ひろたろう

東京芸術大学運営諮問会議議長
アサヒビール株式会社取締役相談役名誉会長
1949年京都大学経済学部卒業。
住友銀行取締役副頭取を経て、92年アサヒビー
ル代表取締役社長に就任。
99年より財団法人新国立劇場運営財団理事長、
00年より東京都現代美術館館長も務める。

座談会★
芸術教育がになう
役割と課題
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の
、
炎
の
造
形
の
す
ば
ら
し
さ
は
筆
舌
に
尽
く
し
が
た
い
。

遠
山

縄
文
時
代
に
、
あ
れ
だ
け
の
造
形
表
現
が
で
き
た
と

い
う
の
は
、
す
ご
い
こ
と
で
す
よ
ね
。
土
か
ら
あ
の
よ
う
に

力
強
く
、
か
つ
、
溌
剌

は
つ
ら
つ

と
し
た
造
形
を
作
り
出
し
た
古
代
の

人
々
の
創
造
力
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
感
服
し
ま
す
。

澄
川

そ
の
こ
ろ
ま
だ
、
美
術
学
校
は
な
か
っ
た
で
す
か
ら

（
笑
）。
い
ろ
い
ろ
ご
注
文
は
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
ん

ど
、
音
楽
学
部
が
学
外
の
ご
支
援
を
い
た
だ
き
ま
し
て
十
月

に
ロ
ン
ド
ン
で
演
奏
を
し
ま
す
（
★
２
）。
わ
れ
わ
れ
は
イ

タ
リ
ア
料
理
と
か
フ
ラ
ン
ス
料
理
ば
か
り
を
食
べ
て
き
た
け

れ
ど
、
こ
れ
か
ら
は
向
こ
う
の
人
た
ち
に
和
食
の
良
さ
を
知

っ
て
も
ら
う
時
期
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
数
年
先
に
は
大
学

美
術
館
で
も
大
規
模
な
交
流
展
を
開
く
予
定
で
す
。

遠
山

ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
演
奏
や
彫
刻
と
い
う
の
は
非
常
に

普
遍
的
で
す
ね
。
ど
こ
に
行
っ
て
も
理
解
さ
れ
る
。
で
も
、

そ
の
な
か
に
、
や
は
り
日
本
的
な
何
か
が
あ
る
ん
で
す
ね
。

澄
川
先
生
の
作
品
も
、
木
の
ぬ
く
も
り
や
木
の
な
か
に
込
め

ら
れ
た
日
本
の
美
し
さ
、
日
本
の
持
っ
て
い
る
文
化
の
美
し

さ
と
い
う
も
の
を
主
張
し
て
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ

が
す
ば
ら
し
い
。
日
本
人
ら
し
さ
を
な
く
し
て
無
国
籍
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
お
も
し
ろ
く
な
い
で
す
よ
。

澄
川

「
そ
り
の
あ
る
か
た
ち
」
に
は
、
た
ま
た
ま
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
で
八
年
前
に
個
展
を
開
い
た
と
き
の
作
品
も
入
っ
て

い
ま
す
が
、
当
時
現
地
の
記
者
が
、「
ス
ト
ラ
イ
キ
ン
グ
・

ス
カ
ル
プ
チ
ャ
ー
」
と
評
し

て
く
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り

「
こ
れ
こ
そ
彫
刻
だ
」
と
い
う

意
味
で
し
ょ
う
か
。
私
自
身

は
自
分
の
表
現
が
、
日
本
的

だ
と
は
ま
っ
た
く
意
識
し
て

い
な
い
の
に
、
向
こ
う
の
人

の
目
に
は
日
本
人
の
作
品
と

し
て
映
る
。
作
品
に
は
、
滲

み
出
て
い
る
の
で
し
ょ
う
ね
。

遠
山

「
滲
み
出
る
」
と
い

う
の
は
、
た
い
へ
ん
い
い
表

現
で
す
ね
。
そ
れ
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
最
初
か
ら
日
本

的
で
あ
ろ
う
と
意
識
す
る
必
要
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。

文
化
は
国
の
シ
ョ
ー
ウ
イ
ン
ド
ー
で
あ
る

遠
山

い
ま
文
化
芸
術
創
造
プ
ラ
ン
と
し
て
、
新
し
い
予
算

要
求
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
は
、
オ

ペ
ラ
や
バ
レ
エ
の
公
演
を
開
く
場
合
、
な
か
な
か
予
算
が
出

な
か
っ
た
ん
で
す
が
、
も
っ
と
資
金
を
補
助
す
る
よ
う
に
し

よ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
文
化
立
国
に
向
け
て

の
非
常
に
大
き
な
胎
動
が
、
二
十
一
世
紀
の
初
め
に
起
き
る

と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
は
、
世
界
で
も
第
一
級
の
文
化
大
国

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
が
、
い
ま
の
よ
う
な
文
化
国

家
に
な
っ
た
の
は
、
じ
つ
は
そ
ん
な
に
古
く
な
い
ん
で
す
。

ミ
ッ
テ
ラ
ン
政
権
の
ラ
ン
グ
文
化
大
臣
が
文
化
予
算
を
一
気

に
倍
増
し
て
か
ら
で
、
以
降
、
記
念
碑
的
建
造
物
を
次
々

に
つ
く
っ
た
り
ル
ー
ブ
ル
美
術
館
も
充
実
さ
せ
て
、
一
気
に

文
化
立
国
を
推
進
し
た
ん
で
す
ね
。
い
ま
フ
ラ
ン
ス
は
、
国

家
予
算
の
一
％
を
文
化
に
使
っ
て
い
ま
す
が
、
日
本
は
、
わ

ず
か
〇
・
一
％
で
す
。

澄
川

や
っ
と
〇
・
一
％
に
な
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。

樋
口

フ
ラ
ン
ス
と
い
え
ば
、
い
ま
の
三
倍
く
ら
い
の
規
模

で
ポ
ン
ピ
ド
ー
・
セ
ン
タ
ー
を
新
し
く
建
設
す
る
計
画
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
設
計
コ
ン
ペ
で
、
日
本
の
安
藤
忠
雄
さ
ん
が

二
人
の
な
か
の
一
人
に
残
っ
て
い
る
。
嬉
し
い
、
い
い
ニ
ュ

ー
ス
で
す
ね
。

遠
山

予
算
が
十
分
あ
れ
ば
、
文
化
施
設
の
整
備
や
充
実

が
日
本
で
も
で
き
る
ん
で
す
よ
。
羨
ま
し
い
話
で
す
ね
。

澄
川

フ
ラ
ン
ス
が
う
ま
い
な
と
思
う
の
は
、
じ
つ
は
農
業

国
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
文
化
を
前
面
に
出
し
て
い
る
点
で

す
。
シ
ョ
ー
ウ
イ
ン
ド
ー
の
よ
う
に
、
国
の
イ
メ
ー
ジ
づ
く

り
に
文
化
を
使
っ
て
い
る
。

樋
口

英
国
も
そ
う
で
す
よ
ね
。

遠
山

日
本
も
、
世
界
に
誇
り
得
る
文
化
を
持
っ
て
い
る
の

で
す
か
ら
、
も
っ
と
積
極
的
に
発
信
し
て
い
く
た
め
の
努
力

を
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
し
ょ
う
ね
。

樋
口

日
本
で
も
、
上
野
駅
か
ら
き
れ
い
な
地
下
道
を
通
し

て
国
立
西
洋
美
術
館
や
東
京
国
立
博
物
館
、
芸
大
に
行
け

る
よ
う
に
す
れ
ば
、
だ
い
ぶ
変
わ
り
ま
す
よ
。

澄
川

ア
メ
リ
カ
の
ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
研
究
所
（
★
３
）
の
よ

う
に
し
た
ら
い
い
で
す
ね
。

樋
口

「
米
百
俵
」
で
す
よ
。
や
っ
ぱ
り
こ
う
い
う
と
き
に

使
わ
な
き
ゃ
い
け
な
い
。

芸
術
の
創
り
手
と
理
解
者
の
双
方
を
育
む

澄
川

文
化
立
国
と
い
う
こ
と
で
言
う
と
、
や
は
り
大
事
な

の
は
心
の
教
育
、
感
性
教
育
で
す
ね
。

遠
山

心
の
教
育
と
い
う
の
は
、
小
学
校
と
か
中
学
校
時

代
、
子
ど
も
の
と
き
に
本
物
に
触
れ
る
感
動
の
大
事
さ
が
、

本
当
に
こ
れ
は
い
く
ら
言
っ
て
も
言
い
す
ぎ
で
な
い
く
ら
い

重
要
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
の
点
も
新
し
い
文
化
芸
術
創
造

プ
ラ
ン
に
は
盛
り
込
ん
で
、
芸
術
の
創
り
手
を
育
て
る
と
同

時
に
、
芸
術
の
良
き
理
解
者
、
サ
ポ
ー
タ
ー
と
な
る
人
た
ち

を
育
て
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
の
た
め
に
も
学
校
で
の
芸

術
教
育
で
本
物
に
触
れ
さ
せ
る
機
会
を
も
っ
と
徹
底
的
に
増

や
そ
う
と
、
予
算
要
求
し
て
お
り
ま
す
。

樋
口

ぜ
ひ
お
願
い
し
ま
す
。

澄
川

芸
大
に
入
っ
て
く
る
の
は
十
八
歳
く
ら
い
か
ら
で
す

英
国
公
演

十
月
八
日
か
ら
二
十
日
ま
で
、
東

京
芸
大
シ
ン
フ
ォ
ニ
ア
が
、
英
国

に
お
け
るJap

an2001

行
事
の
一

環
と
し
て
演
奏
旅
行
を
行
う
予
定

で
あ
っ
た
が
、
米
国
中
枢
同
時
テ

ロ
に
対
す
る
米
軍
・
英
軍
に
よ
る

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
攻
撃
が
、
十
月

八
日
未
明
に
開
始
さ
れ
た
た
め
、

今
回
の
派
遣
は
延
期
と
な
っ
た
。

★
２

澄川喜一
すみかわ・きいち

東京芸術大学学長
1956年東京芸術大学美術学部彫刻科卒業。58
年同美術学部専攻科修了。
67年東京芸術大学美術学部講師。同助教授、
同教授、同学部長を歴任。
95年より現職。

ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
研
究
所

ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
研
究
所
は
、
ア
メ

リ
カ
の
ワ
シ
ン
ト
ン
D.

C.

及
び
ニ

ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
所
在
す
る
十
四
の

博
物
／
美
術
館
・
国
立
動
物
公
園

と
、
多
く
の
研
究
機
関
を
網
羅
す

る
複
合
体
で
、
世
界
で
一
番
大
き

な
博
物
館
群
。

★
３

新
学
科
構
想

音
楽
学
部
の
学
科
改
組
に
よ
り

「
音
楽
環
境
創
造
科
」
を
新
設
し

よ
う
と
す
る
平
成
十
四
年
度
概
算

要
求
事
項
。
こ
の
新
学
科
は
、
●

二
十
一
世
紀
に
相
応
し
い
、
映
像

表
現
・
身
体
表
現
や
I
T
技
術
と

結
び
付
い
た
新
し
い
先
鋭
的
な
音

楽
芸
術
創
造
、
●
ト
ー
ン
マ
イ
ス

タ
ー
な
ど
音
楽
を
物
理
的
に
支
え

る
人
材
の
養
成
、
●
聴
覚
を
通
じ

た
人
間
と
外
界
の
様
々
な
ス
ケ
ー

ル
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
あ
り
方
を
探
る
こ
と
に
よ
る
、

よ
り
好
ま
し
い
、
よ
り
人
間
的
な

音
環
境
の
創
造
、
●
地
域
社
会
に

お
け
る
芸
術
文
化
活
性
化
の
た
め

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
造
り
と
い
っ
た

芸
術
文
化
的
社
会
環
境
構
築
と
そ

の
た
め
の
人
材
育
成
を
行
い
、

音
・
音
楽
を
取
り
巻
く
物
理
的
・

社
会
的
な
環
境
に
つ
い
て
総
合
的

に
考
察
し
創
造
す
る
こ
と
、
を
目

指
し
て
い
る
。

★
４
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か
ら
、
も
っ
と
幼
年
期
か
ら
の
感
性
教
育
が
必
要
で
す
。
そ

う
な
る
と
、
学
校
で
教
え
る
だ
け
で
な
く
家
庭
で
の
教
育
が

欠
か
せ
ま
せ
ん
の
で
、
親
自
身
の
感
性
教
育
も
重
要
に
な
っ

て
き
ま
す
ね
。
い
ま
大
臣
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
幅
広
い
文
化
行

政
が
行
き
届
か
な
い
と
、
ど
こ
か
で
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
た
と

き
に
脆
弱
に
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

遠
山

文
化
行
政
に
力
を
入
れ
る
こ
と
は
、
た
ん
に
芸
術
文

化
と
か
心
だ
け
の
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
波
及
効
果
と
し
て

は
た
い
へ
ん
な
も
の
が
あ
り
ま
す
ね
。
産
業
に
も
影
響
し
ま

す
し
、
そ
れ
か
ら
科
学
技
術
の
先
端
で
も
機
能
美
と
い
う
こ

と
が
非
常
に
強
調
さ
れ
ま
す
。
街
づ
く
り
に
関
わ
っ
て
く
る

部
分
も
あ
り
ま
す
。
優
れ
た
芸
術
作
品
を
創
造
す
る
資
質
を

活
用
し
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
文
化
性
を
高
め
る
こ
と

に
、
大
学
と
し
て
も
協
力
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

樋
口

芸
大
に
は
、
全
国
の
芸
術
大
学
と
協
力
し
て
推
進

し
て
い
け
る
領
域
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
何
し
ろ
歴
史
が
古
い
の
で
す
か
ら
、
牽
引
役
を
務
め

る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

澄
川

お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
、
い
ま
私
ど
も
の
大
学
が
メ
デ

ィ
ア
ア
ー
ト
の
可
能
性
や
地
域
社
会
の
芸
術
的
活
動
に
つ
い

て
、
積
極
的
に
発
信
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

お
り
に
ふ
れ
て
私
も
声
を
大
き
く
し
て
積
極
的
に
発
言
し
て

い
き
ま
す
。

遠
山

ど
う
ぞ
お
力
添
え
を
お
願
い
し
ま
す
。
い
ま
の
時

代
、
国
も
国
民
も
文
化
の
大
事
さ
に
目
覚
め
る
べ
き
な
ん
で

す
。
国
民
の
方
が
た
に
は
、
ま
ず
文
化
を
楽
し
ん
で
、
で
き

れ
ば
文
化
活
動
に
参
加
し
て
、
そ
し
て
文
化
を
支
え
て
い
っ

て
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
。
国
民
一
人
ひ
と
り
の
自
発
的
活

動
が
、
社
会
全
体
を
良
く
し
て
い
く
の
で
す
か
ら
。

上
野
の
山
一
帯
を
、
日
本
文
化
の
応
接
間
に

澄
川

さ
き
ほ
ど
新
し
い
映
像
文
化
と
い
う
話
が
出
ま
し

た
。
芸
大
で
は
、
茨
城
県
の
取
手
キ
ャ
ン
パ
ス
で
美
術
学
部

先
端
芸
術
表
現
科
を
す
で
に
発
足
さ
せ
て
お
り
ま
す
が
、
音

楽
学
部
で
も
、
新
し
い
分
野
を
積
極
的
に
展
開
す
る
よ
う
、

新
学
科
構
想
（
★
４
）
を
申
請
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
芸
大
は
英
語
の
名
称
を
「
フ
ァ
イ
ン
ア
ー
ツ
・
ア

ン
ド
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
」、
美
術
と
音
楽
と
表
記
し
て
い
ま

す
が
、
今
後
は
「
ア
ー
ツ
」
に
変
え
て
い
こ
う
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
美
術
と
音
楽
だ

け
を
や
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
広
が
り
ま
せ
ん
か
ら
、
総

合
大
学
、
総
合
芸
術
大
学
と
い
う
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
。

そ
こ
で
英
文
表
記
を
、「
ア
ー
ツ
」
に
変
え
よ
う
と
し
て
い

ま
す
。
大
学
美
術
館
と
奏
楽
堂
を
つ
く
っ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
し
、
美
術
学
部
全
体
を
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

（
★
５
）
に
し
よ
う
と
い
う
発
想
も
あ
り
ま
す
。

音
楽
で
も
、
海
外
公
演
を
企
画
し
た
り
、
世
界
的
な
コ
ン

ク
ー
ル
を
芸
大
の
奏
楽
堂
で
や
ろ
う
と
提
案
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
と
同
じ
で
す
ね
。
四
、
五
年
で
実

現
す
る
と
思
い
ま
す
。
上
野
と
い
う
文
化
ゾ
ー
ン
に
は
、
東

京
国
立
博
物
館
や
東
京
文
化
会
館
、
国
立
西
洋
美
術
館
も

あ
り
ま
す
し
、
協
力
し
て
活
性
化
し
て
い
く
構
想
で
す
。

遠
山

た
し
か
に
、
あ
れ
だ
け
の
文
化
施
設
が
そ
ろ
っ
て
い

る
地
域
は
他
に
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
誰
で
も
い
つ
で
も
あ
の
地

を
訪
れ
る
と
さ
ま
ざ
ま
な
美
の
感
動
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
る
と
い
い
で
す
ね
。
し
か
も
、
樹
木
や
自
然
の

美
し
さ
と
と
も
に
施
設
も
充
実
し
、
快
適
な
環
境
で
芸
術
文

化
に
浸
れ
る
よ
う
で
あ
り
た
い
も
の
で
す
。

澄
川

加
え
て
、
芸
大
と
い
う
人
材
養
成
の
場
も
あ
り
ま
す

か
ら
。
将
来
的
に
は
外
国
の
方
が
お
見
え
に
な
っ
た
と
き
、

大
学
美
術
館
で
お
も
て
な
し
を
し
て
も
い
い
。
要
す
る
に
、

日
本
の
文
化
の
玄
関
、
応
接
間
の
よ
う
に
な
れ
ば
、
と
思
っ

て
い
る
ん
で
す
。

樋
口

上
野
の
山
の
下
に
は
、
不
忍
池
も
あ
り
ま
す
。
し
か

も
皇
居
か
ら
も
近
い
で
す
し
ね
。
両
陛
下
を
は
じ
め
、
日
本

の
皇
室
の
方
が
た
は
非
常
に
文
化
に
関
心
が
深
い
で
す
か
ら

た
び
た
び
お
訪
ね
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

澄
川

あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。
三
笠
宮
様
が
オ
リ
エ
ン
ト

考
古
学
を
お
や
り
で
、
芸
大
で
も
客
員
教
授
と
し
て
、
ず
っ

と
毎
年
ご
講
義
を
担
当
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
高
円
宮

様
は
根
付
の
研
究
を
さ
れ
て
お
り
ま
す
ね
。

樋
口

国
を
挙
げ
て
何
か
体
制
を
つ
く
ら
な
い
と
、
文
化
国

家
と
は
言
え
な
い
で
す
ね
。
一
部
の
好
き
な
人
だ
け
が
や
っ

て
い
る
と
い
う
の
で
は
、
ま
だ
ま
だ
だ
と
思
い
ま
す
。

澄
川

そ
の
た
め
に
は
、
心
の
教
育
が
や
は
り
原
点
に
な
り

ま
す
ね
。

遠
山

え
え
、
そ
う
で
す
ね
。
新
し
い
世
紀
、
日
本
も
世
界

の
国
々
も
数
々
の
難
問
を
抱
え
て
い
ま
す
が
、
私
は
日
本
人

の
高
い
資
質
に
信
頼
を
置
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
日
本

に
と
っ
て
経
済
力
の
回
復
も
も
ち
ろ
ん
大
事
で
す
が
、
同
時

に
芸
術
文
化
を
も
っ
と
振
興
し
、
豊
か
な
心
を
持
っ
た
国
民

を
育
成
し
、
国
際
的
に
見
て
も
魅
力
あ
る
国
家
を
造
っ
て
い

く
こ
と
が
大
事
で
し
ょ
う
。

澄
川

心
と
い
う
の
は
、
偏
差
値
と
か
ペ
ー
パ
ー
テ
ス
ト
の

結
果
で
線
引
き
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
競
馬
じ
ゃ

な
い
で
す
け
ど
、
い
っ
せ
い
に
ス
タ
ー
ト
し
て
も
皆
と
一
緒

の
コ
ー
ス
を
走
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
コ
ー
ス
を
早
回
り
し

て
早
々
と
ゴ
ー
ル
イ
ン
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
遠
回

り
し
て
道
草
を
食
い
な
が
ら
順
位
で
は
な
い
、
い
い
こ
と
を

や
っ
て
い
く
か
も
し
れ
な
い
。
広
い
意
味
で
の
心
の
教
育
の

一
端
を
に
な
う
の
が
、
わ
れ
わ
れ
芸
大
だ
と
自
負
し
て
お
り

ま
す
。

今
後
も
、
ご
指
導
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
本
日
は

長
い
時
間
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
二
○
○
一
年
九
月
十
日
）

フ
ァ
ク
ト
リ
ー
・

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

一
九
九
五
年
二
月
に
美
術
学
部
で

ま
と
め
ら
れ
た
上
野
キ
ャ
ン
パ
ス

再
開
発
計
画
の
基
本
理
念
。
各
科

専
門
教
育
棟
群
、
大
学
美
術
館
な

ど
を
、
順
次
、
中
庭
を
囲
む
形
に

建
替
え
て
配
置
し
、
キ
ャ
ン
パ
ス

全
体
を
も
っ
て
美
術
館
施
設
群
と

し
て
の
機
能
を
持
た
せ
よ
う
と
す

る
も
の
。
こ
の
施
設
群
で
は
、
各

科
専
門
教
育
棟
内
展
示
室
に
お
け

る
学
生
平
常
制
作
の
公
開
展
示
や

学
生
の
自
主
企
画
を
始
め
と
し

て
、
制
作
と
展
示
が
同
時
に
進
行

し
、
作
品
と
社
会
が
「
現
在
」
と

い
う
場
に
お
い
て
直
接
に
対
峙
し

合
う
場
と
な
し
、
さ
ら
に
、
実
技

各
科
が
そ
の
枠
組
み
を
越
え
て
、

さ
ま
ざ
ま
に
連
携
す
る
。
な
お
、

大
学
美
術
館
は
、
こ
の
構
想
に
基

づ
き
建
築
さ
れ
た
。

★
５

座談会★
芸術教育がになう
役割と課題
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日
本
の
版
画
は
戦
後
飛
躍
的
に
発
展

し
、
国
際
画
壇
で
も
認
め
ら
れ
て
、

版
画
人
口
も
非
常
に
多
く
な
っ
て
き
ま
し

た
。
油
画
専
攻
の
版
画
研
究
室
は
、
版
画

の
専
門
家
を
育
成
す
る
の
が
大
目
的
で
す

が
、
版
画
を
学
び
た
い
と
い
う
学
生
に
も

門
戸
を
開
い
て
い
ま
す
。
現
在
は
日
本
画
、

芸
術
学
科
、
美
術
教
育
、
そ
れ
に
本
科
の

油
画
科
の
学
生
に
、
専
門
の
教

室
で
版
画
の
基
礎
教
育
を
ほ
ど

こ
す
授
業
を
し
て
い
ま
す
。

版
画
は
、
油
画
や
日
本
画
の

よ
う
な
直
接
表
現
と
違
っ
て
間
接

表
現
な
ん
で
す
。
実
際
に
扱
う
の

は
木
や
銅
と
い
う
素
材
で
あ
っ

て
、
版
そ
れ
自
体
は
表
現
で
は
な

い
。
刷
っ
た
と
き
に
、
は
じ
め
て

表
現
に
な
る
。
回
り
道
を
し
て
、

遠
隔
操
作
が
う
ま
く
い
く
こ
と
を

お
も
し
ろ
い
と
感
じ
る
資
質
が
必

要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

版
画
は
平
面
芸
術
に
か
ぎ
れ
ば
、
最
も

テ
ク
ニ
ッ
ク
を
必
要
と
す
る
ジ
ャ
ン
ル
で

す
。
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
マ
ス
タ
ー
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
自
分
が
自
由
に
な
る
。
テ
ク

ニ
ッ
ク
が
ま
だ
う
ま
く
い
か
な
い
段
階
で

は
、
技
術
の
虜
に
な
っ
て
自
由
な
創
造
を

羽
ば
た
か
せ
る
の
は
な
か
な
か
難
し
い
。

早
く
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
身
に
つ
け
れ
ば
、
自

分
の
や
り
た
い
こ
と
を
歌
え
る
よ
う
に
な

る
の
で
す
。
一
方
、
テ
ク
ニ
ッ
ク
は
な
ま

じ
の
こ
と
で
は
身
に
つ
か
な
い
難
し
さ
を

も
っ
て
い
ま
す
。
学
生
に
は
、
そ
う
い
う

版
画
の
特
性
に
目
を
開
か
せ
、
気
づ
か
せ

て
あ
げ
た
い
。
学
校
に
い
る
あ
い
だ
に
、

基
礎
的
な
こ
と
、
将
来
の
足
が
か
り
は
つ

け
さ
せ
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

今
日
の
よ
う
に
専
門
領
域
の
垣
根
が
低

く
な
っ
て
、
価
値
の
多
様
化
、
文
化
の
多

様
化
を
背
景
に
し
た
時
代
に
な
る
と
、
版

の
世
界
と
い
う
芸
術
は
、
い
ろ
い
ろ
な
も

の
に
対
応
で
き
る
と
い
う
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ

の
深
さ
が
見
直
さ
れ
て
き
ま
す
。
日
本
人

の
美
的
な
感
覚
の
ほ
か
に
、
技
術
的
な
も

の
に
対
す
る
感
覚
の
鋭
さ
が
多
様
な
表
現

に
対
応
で
き
る
土
壌
を
つ
く
っ
て
い
る
。

同
時
に
、
版
画
の
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な

方
法
論
は
、
い
ま
ま
で
版
画
に
触
れ
な
い

人
で
も
興
味
さ
え
も
て
ば
、
そ
こ
に
身
を

投
じ
て
、
何
か
し
ら
自
分
の
表
現
が
実
現

し
や
す
い
分
野
で
も
あ
り
ま
す
。

私
た
ち
が
学
生
の
こ
ろ
に
は
ま
だ
版
画

の
地
位
が
低
か
っ
た
せ
い
も
あ
っ
て
、「
版

画
道
」
と
言
え
る
く
ら
い
、
ほ
か
の
ジ
ャ

ン
ル
に
は
目
を
移
さ
な
い
で
、
一
筋
で
や

っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
い

ま
の
若
い
人
た
ち
は
版
画
に
こ
だ
わ
ら
な

く
て
も
、
テ
ク
ニ
ッ
ク
や
感
性
の
違
い
で
、

そ
の
と
き
ど
き
に
選
び
取
っ
た
も
の
を
手

が
け
る
、
気
負
わ
な
く
て
も
い
い
状
況
に

な
っ
た
。
版
画
を
や
り
な
が
ら
ま
た
別
の

タ
ブ
ロ
ー
に
い
そ
し
む
と
か
、
あ
る
い
は

彫
刻
家
が
版
画
を
や
っ
て
み
る
と
か
自
由

に
な
り
ま
し
た
。

こ
こ
に
き
て
初
め
て
、
版
画
に
向
く
感

性
と
イ
メ
ー
ジ
を
も
ち
技
術
的
な
も
の
を

消
化
で
き
る
人
間
が
、
版
画
の
世
界
に
自

分
の
想
像
を
羽
ば
た
か
せ
る
、
そ
う
い
う

時
代
に
な
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま

す
ね
。

特集　これからの東京芸術大学

非凡なアーティストであるとともに、優れた教育者であること――。
技術だけではなく感性、知性をも伝授することの意義と課題を、６人の教官が語る。

インタビュー

教育と表現の現場から

な
か
ば
や
し
・
た
だ
よ
し

一
九
三
七
年
生
ま
れ
。
六
三
年
東
京
芸

術
大
学
絵
画
科
油
画
専
攻
卒
業
。
六
五

年
同
大
学
院
美
術
研
究
科
版
画
専
攻
を

修
了
。
七
四
年
版
画
研
究
室
講
師
。
八

九
年
か
ら
教
授

「転位'98－地－Ⅱ」

中
林
忠
良

美
術
学
部
絵
画
科
　
油
画
専
攻
版
画

テ
ク
ニ
ッ
ク
か
ら
解
き
放
た
れ
た
と
き
、

自
由
な
創
造
が
生
ま
れ
る
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み
た
む
ら
・
あ
り
す
み

一
九
四
一
年
生
ま
れ
。
七
五
年
東
京
芸

術
大
学
大
学
院
美
術
研
究
科
漆
芸
専
攻

修
了
。
七
八
年
同
研
究
生
修
了
。
九
○

年
助
手
、
九
四
年
講
師
、
九
九
年
か
ら

助
教
授

三
田
村
有
純

美
術
学
部
工
芸
科
　
漆
芸

漆
器
と
は
何
か
と
い
う
、

本
質
か
ら
問
い
掛
け
る

11

芸
術
大
学
に
お
け
る
教
育
の
主
眼
は
、

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
を
育
て
る
こ
と
に
あ

り
ま
す
。

な
か
で
も
工
芸
科
は
、
自
分
の
生
き
方

や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
、
工
芸
素
材
・

工
芸
技
術
を
使
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
表
現

す
る
か
を
追
究
し
て
い
ま
す
。
た
だ
、
工

芸
分
野
で
は
、
自
分
の
表
現
を
実
現
す
る

た
め
の
技
術
的
基
礎
を
得
る
最
低
限
の
修

練
の
時
間
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
そ

こ
が
、
ほ
か
の
美
術
教
育
と
は
少
し
違
う

と
こ
ろ
で
す
。

漆
の
場
合
で
あ
れ
ば
何
の
素
材
で
造
形

し
、
ど
う
や
っ
て
漆
を
塗
る
か
、
加
飾
の

た
め
の
蒔
絵
や
螺
鈿
技
法
を
い
か
に
習
得

す
る
か
が
重
要
に
な
り
ま
す
。
ひ
と
く
ち

に
漆
芸
と
い
っ
て
も
多
岐
に
わ
た
る
表
現

領
域
を
も
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ひ
と
つ
ひ

と
つ
着
実
に
こ
な
し
て
い
か
な
い
と
、
表

現
で
き
ま
せ
ん
。

漆
芸
専
攻
は
東
京
美
術
学
校
（
美
術
学

部
の
前
身
）
創
設
の
と
き
か
ら
あ
り
、
し

か
も
国
立
大
学
で
は
芸
大
に
し
か
あ
り
ま

せ
ん
。
明
治
政
府
が
美
術
学
校
を
つ
く
る

際
に
、
当
時
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
認
知
さ
れ

て
い
た
芸
術
領
域
か
ら
科
目
が
選
ば
れ
て

い
っ
た
の
で
す
。
蒔
絵
の
漆
芸
、
木
彫
の

彫
刻
、
彫
金
や
七
宝
、
や
ま
と
絵
の
日
本

画
…
…
。
当
時
、
漆
器
は
重
要
な
輸
出
品

で
し
た
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
は
漆
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
マ
ル

コ
・
ポ
ー
ロ
の
『
東
方
見
聞
録
』
の
時
代

か
ら
、
漆
は
、
憧
れ
の
対
象
で
し
た
。
英

語
の
辞
書
を
引
く
とc

h
in
a

は
磁
器
で
、

japan

は
漆
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
、
日

本
を
そ
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
で
す
。
漆

芸
は
素
材
の
み
な
ら
ず
、
デ
ザ
イ
ン
・
空

間
表
現
な
ど
、
繊
細
で
巧
み
な
日
本
人
の

国
民
性
、
湿
潤
な
風
土
な
ら
で
は
の
芸
術

表
現
だ
と
い
え
ま
す
。

私
は
江
戸
蒔
絵
師
の
十
代
目
で
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
多
く
の
美
術
館
に
代
々
の
作
品

が
所
蔵
さ
れ
、
そ
れ
に
つ
い
て
問
い
合
わ

せ
が
き
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
漆
芸
の
研

究
者
が
手
紙
を
く
れ
た
り
訪
ね
て
き
た
り
、

そ
う
い
う
こ
と
が
き
っ
か
け
で
、
漆
を
と

お
し
た
国
際
交
流
を
続
け
て
い
ま
す
。
漆

の
な
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
に
、
漆
の
木

を
植
え
る
活
動
も
し
て
い
ま
す
。

学
生
に
は
、「
上
手
く
な
り
な
さ
い
」
と

い
う
教
育
、
繰
り
返
し
、
反
復
さ
せ
て
技

術
を
覚
え
こ
ま
せ
る
と
い
う
教
育
は
し
て

い
ま
せ
ん
。「
お
椀
と
い
う
の
は
、
本
質
が

何
な
の
か
」
そ
こ
か
ら
教
え
ま
す
。
な
ぜ

人
間
に
と
っ
て
「
お
椀
は
必
要
な
の
だ
ろ

う
か
。
形
態
は
、
い
か
に
あ
る
べ
き
だ
ろ

う
か
」。
そ
う
い
っ
た
課
題
を
、
教
え
授
け

る
の
で
は
な
く
、
話
し
合
い
な
が
ら
、
導

き
だ
し
て
い
き
ま
す
。
そ
の
訓
練
を
経
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
も
な

れ
る
し
、
指
導
者
に
も
な
れ
ま
す
。

全
国
の
地
場
産
業
の
試
験
場
や
、
漆
芸

の
科
目
を
も
つ
大
学
で
芸
大
の
卒
業
生
た

ち
が
教
え
て
い
ま
す
。
な
ぜ
、
技
術
の
ス

ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
だ
け
で
は
な
く
、
芸
大
の

出
身
者
な
の
で
し
ょ
う
か
。「
漆
は
き
れ
い

に
塗
る
の
が
い
い
の
か
、
か
す
れ
て
い
る

と
美
し
い
と
は
い
え
な
い
の
か
」。
芸
大
で

は
、
学
生
た
ち
に
大
き
な
観
点
か
ら
問
い

掛
け
て
い
ま
す
。
そ
の
問
い
掛
け
が
、
新

し
い
も
の
を
生
み
だ
し
て
い
く
と
思
う
の

で
す
。

工
芸
を
「
用
の
美
」
と
い
い
ま
す
が
、

絵
画
や
彫
刻
も
本
来
は
、
人
間
の
生
活
と

密
接
に
結
び
つ
い
て
い
ま
し
た
。
祈
る
と

い
う
用
、
仕
切
る
と
い
う
用
。
表
現
は
人

間
の
生
活
に
根
ざ
し
て
い
る
は
ず
な
の
で

す
。
芸
術
と
は
、
人
が
人
と
し
て
必
要
な

も
の
、
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
何
か
と
い

う
こ
と
を
、
表
現
し
探
し
て
い
く
結
果
生

ま
れ
て
く
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

「月輝く処」



12

芸
術
を
教
え
る
学
校
は
「
芸
術
性
」

は
教
え
ら
れ
な
い
と
い
う
、
根
本

的
な
ジ
レ
ン
マ
を
持
っ
て
い
ま
す
。
あ
る

人
間
が
社
会
と
、
ど
う
関
係
を
持
っ
て
い

け
る
か
、
あ
る
い
は
関
係
を
持
て
な
い
で

い
る
か
。
そ
う
い
う
個
人
の
問
題
、
個
人

が
持
っ
て
い
る
ド
グ
マ
や
背
景
が
芸
術
表

現
の
根
本
に
は
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
「
問

題
が
な
い
」
人
に
は
教
え
よ
う
が
な
い
。

そ
こ
で
、
学
校
が
教
育
組
織
と
し
て
何
が

で
き
る
か
と
い
う
と
技
術
ス
キ
ル

に
な
っ
て
し
ま

う
。
ど
う
い
う
ふ
う
に
絵
の
具
を
塗
る
と

か
、
粘
土
を
こ
ね
る
と
こ
う
い
う
も
の
を

作
れ
る
と
か
、
そ
う
い
う
ス
キ
ル
を
教
え

る
。
そ
の
な
か
で
の
人
間
性
と
か
表
現
性

と
か
価
値
観
と
い
う
の
は
、
む
し
ろ
徒
弟

制
度
的
に
、
一
対
一
で
先
生
か
ら
学
び
取

っ
て
い
く
と
い
う
側
面
が
あ
り
ま
し
た
。

先
端
芸
術
表
現
科
が
、「
表
現
」
と
い

う
言
葉
を
使
う
の
は
、
だ
れ
も
が
社
会
と

関
係
を
持
つ
と
き
に
、
自
分
を
「
表
現
す

る
」
と
い
う
行
為
が
絡
ん
で
こ
な
け
れ
ば
、

お
か
し
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。

た
と
え
ば
、
セ
ー
ル
ス
マ
ン
が
商
品
を
セ

ー
ル
ス
す
る
と
き
に
、
自
分
の
会
社
の
ほ

か
の
セ
ー
ル
ス
マ
ン
と
比
べ
て
、
あ
る
人

が
優
秀
だ
と
す
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
セ
ー

ル
ス
マ
ン
の
な
か
に
は
何
か
を
何
か
に
変

え
て
い
く
、
表
現
し
て
関
係
性
を
つ
く
っ

て
い
く
能
力
が
あ
る
わ
け
で
す
。
テ
レ
ビ

に
し
て
も
車
に
し
て
も
カ
メ
ラ
に
し
て
も
、

作
ろ
う
と
思
う
こ
と
自
体
、
そ
れ
は
も
う

「
表
現
」
だ
し
、
売
っ
て
い
く
こ
と
も
含
め

て
、
ひ
と
つ
の
社
会
的
な
「
表
現
」
で
あ

る
と
考
え
よ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま

り
、
い
ま
ま
で
の
「
芸
術
」
と
い
う
概
念

よ
り
「
表
現
」
と
い
う
言
葉
の
ほ
う
が
、

か
な
り
広
い
と
思
う
。「
表
現
」
を
し
た
い

と
思
っ
て
い
て
も
、
や
り
方
が
わ
か
ら
な

い
。
自
分
の
病
気
の
原
因
が
わ
か
ら
な
い
。

そ
う
い
う
学
生
に
対
し
て
ど
う
い
う
ふ
う

に
、
自
分
の
病
気
の
も
と
に
な
っ
て
い
る

も
の
を
探
し
出
し
て
い
く
か
。
ひ
と
つ
の

や
り
方
と
し
て
「
表
現
」
を
さ
せ
て
い
く
。

版
画
や
工
芸
で
は
、
は
じ
め
に
表
現
の

媒
体
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
メ
デ
ィ
ウ

ム
が
先
行
し
て
い
る
。
先
端
芸
術
表
現
科

は
メ
デ
ィ
ウ
ム
が
先
行
し
て
い
な
い
学
科

な
わ
け
で
す
。
自
己
の
中
の
表
現
欲
求
を

優
先
さ
せ
て
、
そ
の
う
え
で
媒
体
を
選
ん

で
い
く
。

つ
ま
り
、
従
来
型
の
芸
術
教
育
と
い
う

の
は
ス
キ
ル
と
メ
デ
ィ
ウ
ム
で
、
先
端
芸

術
表
現
科
で
は
表
現
に
合
っ
た
メ
デ
ィ
ウ

ム
を
学
ん
で
い
く
。
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
で

あ
る
と
か
「
病
気
」
で
あ
る
と
か
、
そ
う

い
う
と
こ
ろ
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
。
先
端

の
場
合
、
メ
デ
ィ
ウ
ム
で
は
な
く
自
分
の

内
面
性
を
掘
り
下
げ
て
い
き
つ
つ
、
何
ら

か
の
表
現
に
た
ど
り
着
い
て
い
こ
う
と
し

て
い
る
。
複
数
の
人
間
が
い
て
、
組
織
と

し
て
社
会
が
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
踏

ま
え
て
表
現
を
考
え
る
。
マ
ク
ル
ー
ハ
ン

が
「
メ
デ
ィ
ア
は
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
」

と
言
っ
た
の
は
、
メ
デ
ィ
ア
の
構
造
が
違

う
と
そ
れ
に
適
し
た
表
現
の
形
態
や
中
身

も
変
わ
る
っ
て
こ
と
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら

メ
デ
ィ
ウ
ム
そ
の
も
の
が
メ
ッ
セ
ー
ジ
だ

と
い
う
こ
と
で
す
。

「
メ
デ
ィ
ア
・
ア
ー
ト
」
と
い
う
言
葉
は

ぼ
く
の
な
か
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
・
ア
ー
ト
」
の
こ
と
で
は
な
く
て
、

ふ
じ
は
た
・
ま
さ
き

一
九
五
六
年
生
ま
れ
。
七
九
年
東
京
芸

術
大
学
美
術
学
部
デ
ザ
イ
ン
科
卒
業
。

八
一
年
同
大
学
院
修
了
。
九
○
年
慶
応

義
塾
大
学
環
境
情
報
学
部
講
師
。
九
二

年
助
教
授
。
九
八
年
教
授
。

九
九
年
東
京
芸
術
大
学
美
術
学
部
先
端

芸
術
表
現
科
教
授

藤
幡
正
樹

美
術
学
部
先
端
芸
術
表
現
科
　
イ
ン
タ
ー
メ
デ
ィ
ア
ア
ー
ト

自
分
の
表
現
に
適
し
た

メ
デ
ィ
ウ
ム
を
作
る
ア
ー
ト

「Field-Work@Hayama」20000  制作：藤幡正樹　技術：川嶋岳史
GPSとビデオ、カメラとセンサーを組み合わせた新しい記録媒体を用いて作られたきわめて私的な日記を、デジタルの空間のなかで
自由に見ることができるように設計された作品



芸
大
に
尺
八
専
攻
が
で
き
た
一
九
七

○
年
代
と
い
え
ば
、
尺
八
が
海
外

に
向
か
っ
て
大
い
に
ア
ピ
ー
ル
し
た
時
代

で
し
た
。
以
来
、
巣
立
っ
て
い
っ
た
学
生

の
な
か
か
ら
、
プ
ロ
と
し
て
成
功
す
る
も

の
が
出
て
く
る
な
ど
、
活
躍
が
目
立
っ
て

き
ま
し
た
。

「
首
振
り
三
年
」
と
言
い
ま
す
が
、
尺
八

で
は
「
ゆ
り
」
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
ビ
ブ

ラ
ー
ト
に
大
き
な
特
徴
が
あ
り
ま
す
。「
ゆ

り
」
も
一
種
類
で
は
な
く
て
、「
横
ゆ
り
」

と
か
「
縦
ゆ
り
」
と
か
「
廻
し
ゆ
り
」
と

か
、
そ
れ
を
混
合
し
た
技
法
が
た
く
さ
ん

あ
る
。
オ
ー
ボ
エ
や
フ
ル
ー
ト
に
は
な
い

「
ゆ
り
」
を
、
日
本
の
楽
器
と
し
て
の
尺
八

は
最
も
重
視
し
て
い
ま
す
。
近
年
の
世
界

的
な
評
価
に
も
、
こ
の
「
ゆ
り
の
技
法
」

と
い
う
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

尺
八
専
攻
で
は
、
伝
統
音
楽
を
正
し
く

演
奏
し
、
正
し
い
知
識
を
得
て
も
ら
う
よ

う
指
導
し
て
い
ま
す
。
そ
の
上
で
、
伝
統

の
流
れ
を
踏
ま
え
て
新
し
い
曲
に
挑
戦
す

る
。
い
ま
の
若
い
人
の
な
か
に
は
、
音
が

出
た
だ
け
で
も
う
巧
く
な
っ
た
よ
う
な
気

が
し
て
、
新
し
い
曲
に
行
っ
て
し
ま
う
ケ

ー
ス
が
多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
が
、
土
台

も
な
し
に
新
し
い
も
の
に
挑
戦
す
る
の
で

は
な
く
、
伝
統
音
楽
の
メ
ロ
デ
ィ
、
美
し

さ
、
素
朴
さ
を
、
よ
く
理
解
し
た
上
で
次

の
段
階
に
進
ん
で
も
ら
い
た
い
。

邦
楽
科
に
は
、
親
の
奏
で
る
音
を
聞
い

て
育
っ
て
き
た
人
が
入
っ
て
き
ま
す
。
そ

う
い
う
学
生
に
は
、
基
礎
の
と
こ
ろ
か
ら

改
め
て
教
え
を
ほ
ど
こ
し
、
細
か
い
と
こ

ろ
の
手
直
し
を
す
る
こ
と
を
ぼ
く
ら
は
義

務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
環
境
以

外
の
人
は
、
素
直
に
、
尺
八
の
音
色
に
惚

れ
て
入
っ
て
く
る
。
い
ま
は
音
源
が
い
っ

ぱ
い
あ
り
ま
す
の
で
、
自
発
的
に
日
本
音

楽
を
好
き
に
な
る
の
で
し
ょ
う
。
楽
器
に

愛
情
を
も
つ
人
は
男
女
を
問
い
ま
せ
ん
か

ら
、
優
秀
な
女
性
も
い
ま
す
。

基
本
的
に
は
、
一
対
一
の
レ
ッ
ス
ン
で

す
。
学
生
た
ち
は
、
芸
は
盗
む
も
の
だ
と
、

心
が
け
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
定

期
演
奏
会
の
お
り
に
は
、
私
は
合
奏
に
は

参
加
せ
ず
に
な
る
べ
く
学
生
を
離
し
、
任

せ
て
し
ま
う
。
そ
の
代
わ
り
指
導
の
と
き

は
厳
し
く
や
る
。
離
し
た
ほ
う
が
か
え
っ

て
力
が
つ
い
て
い
く
も
の
で
す
。

私
の
場
合
、
ジ
ャ
ズ
・
バ
ン
ド
や
オ
ー

ケ
ス
ト
ラ
と
共
演
し
ま
し
た
し
、
歌
謡
曲

も
吹
い
た
。
表
現
と
い
う
こ
と
で
は
、
邦

楽
の
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
と
は
違
っ
た
お
も
し

ろ
さ
が
あ
り
ま
し
た
。
自
分
は
こ
の
音
楽

以
外
や
ら
な
い
と
い
う
音
楽
家
も
い
る
と

思
い
ま
す
が
、
失
敗
し
て
も
と
も
と
で
す

し
、
そ
の
代
わ
り
ず
い
ぶ
ん
と
、
努
力
し

て
勉
強
し
ま
し
た
か
ら
。
演
奏
す
る
だ
け

で
は
な
く
、
い
ろ
い
ろ
な
音
楽
を
聴
く
耳

を
も
ち
、
だ
れ
が
こ
う
い
う
表
現
を
し
て

い
る
か
と
、
い
い
も
の
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
。

邦
楽
以
外
の
、
協
奏
曲
や
交
響
曲
で
も
、

好
き
な
タ
イ
ト
ル
の
曲
の
自
分
で
感
動
し

た
部
分
を
忘
れ
な
い
で
い
る
と
、
自
分
の

演
奏
に
現
れ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
と
、

学
生
に
は
教
え
て
い
ま
す
。
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要
す
る
に
自
分
の
表
現
に
適
し
た
メ
デ
ィ

ウ
ム
を
作
る
ア
ー
ト
の
こ
と
だ
と
理
解
し

て
い
ま
す
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
意
味
で
、

い
ま
先
端
芸
術
表
現
科
が
や
っ
て
い
る
こ

と
も
、「
メ
デ
ィ
ア
を
作
る
」
と
い
う
意
味

で
は
「
メ
デ
ィ
ア
・
ア
ー
ト
」
な
ん
で
す

よ
。
額
縁
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
は
お
さ
ま
ら

な
い
。
環
境
全
部
を
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
作

り
変
え
て
し
ま
う
作
業
が
、
い
ま
い
ち
ば

ん
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

や
ま
も
と
・
ほ
う
ざ
ん

一
九
三
七
年
生
ま
れ
。
五
八
年
京
都
外

国
語
短
期
大
学
卒
業
。
六
二
年
正
派
音

楽
院
楽
理
科
卒
業
。
九
九
年
東
京
芸
術

大
学
音
楽
学
部
邦
楽
科
教
授

山
本
邦
山

音
楽
学
部
邦
楽
科
　
尺
八

伝
統
へ
の
理
解
を
踏
ま
え
て
、

新
し
い
も
の
に
挑
戦
す
る
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芸
術
教
育
の
上
で
、
も
っ
と
も
気
を

つ
け
て
い
る
の
は
、
学
生
各
々
の

資
質
を
見
抜
く
こ
と
で
す
。
大
学
に
入
る

ま
で
経
て
き
た
環
境
に
よ
っ
て
、
彼
ら
が

受
け
て
き
た
基
礎
教
育
は
個
別
的
な
の
で

す
。
病
院
の
患
者
の
カ
ル
テ
の
よ
う
に
一

人
ひ
と
り
問
題
点
が
違
う
。
私
が
教
え
る

ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
は
、
音
楽
家
に
な
る
学

生
の
た
め
に
基
礎
訓
練
を
ほ
ど
こ
す
わ
け

で
す
が
、
人
に
よ
っ
て
個
別
の
問
題
が
あ

り
、
授
業
で
同
じ
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
課
し

て
も
し
か
た
が
な
い
。
そ
う
い
う
苦
労
が

あ
り
ま
す
。

私
は
二
十
五
歳
の
と
き
フ
ラ
ン
ス
に
留

学
し
て
、
パ
リ
の
国
立
音
楽
院
で
か
つ
て

芸
大
の
教
官
で
も
あ
っ
た
、
ピ
ア
ニ
ス
ト

の
ア
ン
リ
エ
ッ
ト
・
ピ
ュ
イ
グ
＝
ロ
ジ
ェ

に
習
い
ま
し
た
。

一
週
間
に
三
回
、
朝
の
九
時
か
ら
授
業

が
あ
る
。
よ
ほ
ど
興
味
が
あ
っ
て
自
分
の

た
め
に
な
る
と
思
え
な
い
と
、
通
い
つ
づ

け
ら
れ
ま
せ
ん
よ
ね
。
一
年
間
、
毎
週
、

学
ぶ
の
が
ほ
ん
と
に
楽
し
く
て
刺
激
に
な

っ
た
。
そ
ん
な
経
験
は
は
じ
め
て
の
こ
と

で
し
た
。
音
楽
に
ダ
イ
レ
ク
ト
に
触
れ
さ

せ
、
人
を
変
え
る
力
を
も
っ
て
い
る
。
自

分
も
、
刺
激
的
で
、
そ
こ
に
行
く
の
が
楽

し
い
と
学
生
に
思
わ
れ
る
よ
う
な
授
業
に

し
た
い
。

ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
の
範
囲
内
で
、
好
奇

心
を
掻
き
立
て
る
。
創
作
で
も
演
奏
で
も
、

芸
術
に
お
い
て
、
教
え
ら
れ
た
こ
と
を
そ

の
ま
ま
や
る
と
い
う
の
は
無
意
味
で
す
か

ら
、
学
生
に
起
爆
剤
を
与
え
て
、
自
身
の

力
で
や
ら
せ
る
よ
う
に
後
押
し
を
す
る
。

西
洋
医
学
の
よ
う
に
薬
を
与
え
て
治
癒
さ

せ
る
の
で
は
な
く
て
、
整
体
の
よ
う
に
、

人
間
が
本
来
も
っ
て
い
る
治
癒
力
を
発
揮

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
で
病
気
を

治
す
。
潜
在
的
に
眠
っ
て
い
る
も
の
を
目

覚
め
さ
せ
た
い
。
音
楽
家
と
し
て
の
進
路

で
さ
え
、
未
知
数
か
も
し
れ
な
い
し
、
自

分
か
ら
創
造
し
な
い
と
な
ん
に
も
起
こ
ら

な
い
。
そ
う
い
う
力
を
引
き
出
し
て
や
る

と
い
う
の
が
芸
術
大
学
の
教
官
の
使
命
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

音
楽
の
基
礎
訓
練
と
い
う
の
は
、
具
体

的
に
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
ご
と
を
知
り
、
応

用
力
を
つ
け
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
と

え
ば
、
教
官
が
学
生
が
作
曲
し
た
曲
を
、

バ
ラ
ン
ス
が
悪
い
と
指
摘
し
た
ら
、
そ
の

根
底
に
原
因
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
根

底
の
原
因
を
知
り
さ
え
す
れ
ば
応
用
が
利

く
。
そ
の
曲
の
そ
の
場
所
の
問
題
で
終
わ

ら
な
い
で
、
ほ
か
の
曲
の
場
合
に
も
そ
の

指
摘
を
応
用
で
き
る
わ
け
で
す
。

音
楽
に
お
い
て
、
自
分
ひ
と
り
の
力
と

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
、
イ
ン
タ
ー
プ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
（
演
奏
解
釈
）
に
到
達
し
、

自
分
の
演
奏
を
打
ち
立
て
る
。
こ
れ
は
、

好
奇
心
が
育
っ
て
い
な
い
と
容
易
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
必
要
な
知
識
は

膨
大
に
あ
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
作
曲
家

の
楽
曲
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
音

楽
の
楽
譜
だ
け
を
見
て
も
わ
か
ら
な
い
。

つ
ま
り
作
曲
家
が
音
を
書
く
場
合
、
背
後

に
思
想
や
ど
ん
な
イ
メ
ー
ジ
を
描
い
て
い

る
か
と
い
っ
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
あ

る
。
そ
の
上
で
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
ど
う
料

理
す
る
か
を
踏
ま
え
て
自
分
な
り
に
こ
う

い
う
表
現
を
し
た
い
と
考
え
が
深
ま
っ
て

く
れ
ば
、
強
固
な
演
奏
解
釈
が
で
き
る
わ

け
で
す
。

大
学
は
、
芸
術
を
学
ぶ
う
え
で
の
、
人

間
関
係
を
つ
く
る
場
所
と
い
う
機
能
も
も

っ
て
い
ま
す
。
学
生
の
あ
い
だ
で
も
、
人

間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
つ
く
り
、
他
人
が

や
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
つ
ま
り
人
と

人
が
会
う
だ
け
で
は
出
会
い
に
は
な
り
ま

せ
ん
。
あ
る
人
が
あ
る
人
に
何
か
モ
ー
シ

ョ
ン
を
起
こ
さ
せ
る
。
行
動
を
起
こ
さ
せ

ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
に
足
り
な

か
っ
た
こ
と
を
知
る
わ
け
で
す
。
そ
う
す

る
と
そ
の
人
は
変
わ
る
。
変
わ
る
と
こ
ま

で
い
っ
て
は
じ
め
て
出
会
い
と
い
え
る
で

し
ょ
う
。

野
平
一
郎

音
楽
学
部
楽
理
科
　
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
・
作
曲

好
奇
心
と
応
用
力
に
よ
っ
て
、

自
分
の
演
奏
を
打
ち
立
て
る

の
だ
い
ら
・
い
ち
ろ
う

一
九
五
三
年
生
ま
れ
。
七
六
年
東
京
芸

術
大
学
音
楽
学
部
作
曲
科
卒
業
。
七
八

年
同
大
学
院
音
楽
研
究
科
修
士
課
程
修

了
。
八
二
年
パ
リ
国
立
高
等
音
楽
院
卒

業
。
九
○
年
東
京
芸
術
大
学
音
楽
学
部

ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
科
助
教
授



演
奏
芸
術
セ
ン
タ
ー
は
舞
台
芸
術
、

パ
フ
ォ
ー
ミ
ン
グ
を
含
め
た
演
奏

芸
術
、
そ
れ
を
も
と
に
し
た
講
義
、
奏
楽

堂
の
ホ
ー
ル
を
利
用
し
た
企
画
・
推
進
を

お
こ
な
う
、
音
楽
学
部
と
美
術
学
部
に
ま

た
が
る
機
関
で
す
。

十
月
公
演
の
オ
ペ
ラ
定
期
「
ド
ン
・
ジ

ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
」
で
も
、
美
術
学
部
に
か
な

り
大
き
な
協
力
を
仰
い
で
い
ま
す
。
協
力

し
合
え
る
と
こ
ろ
は
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す

か
ら
、
共
同
作
業
を
日
常
化
さ
せ
た
い
な

と
思
い
ま
す
け
ど
ね
。
今
回
の
美
術
学
部

の
協
力
は
、
出
道
具
や
小
道
具
な
ど
の
造

形
で
す
が
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
表
紙
、
ポ
ス

タ
ー
、
チ
ラ
シ
な
ど
も
、
美
術
学
部
の
先

生
方
に
多
く
を
負
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か

ら
は
、
た
と
え
ば
背
景
画
が
欲
し
い
と
か
、

い
ろ
い
ろ
な
ケ
ー
ス
が
出
て
く
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
空
間
そ
の
も
の
を
ど

う
生
か
す
か
と
い
う
こ
と
で
も
、
美
術
学

部
と
の
共
同
作
業
で
い
ろ
い
ろ
な
知
恵
を

借
り
な
け
れ
ば
だ
め
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
ほ
か
の
大
学
で
は
で
き
な
い
こ

と
で
す
か
ら
ね
。

芸
術
教
育
に
つ
い
て
、
ぼ
く
が
理
想
と

す
る
の
は
「
寺
子
屋
」
で
す
。
ス
タ
ッ
フ

を
教
育
す
る
に
は
、
あ
る
期
間
を
か
け
て

一
緒
に
仕
事
を
し
て
い
き
な
が
ら
そ
の
な

か
で
教
え
て
い
く
と
、
う
ま
く
い
く
。
教

壇
が
あ
っ
て
、
み
ん
な
椅
子
に
座
っ
て
い

て
、
マ
ス
に
対
し
て
あ
る
理
論
や
思
想
を

教
え
て
い
く
「
座
学
」
っ
て
い
う
の
は
、

ぼ
く
に
は
向
い
て
い
な
い
。
実
践
を
積
み

上
げ
な
が
ら
教
え
た
り
教
え
ら
れ
た
り
す

る
。
実
際
的
な
こ
と
し
か
で
き
な
い
で
す

ね
。
映
像
の
世
界
で
も
、
ず
っ
と
そ
の
方

法
で
ス
タ
ッ
フ
を
育
て
て
き
ま
し
た
か
ら
。

総
合
芸
術
と
し
て
の
オ
ペ
ラ
を
学
ぶ
に

は
、
東
京
芸
術
大
学
は
最
適
の
場
所
で
す
。

た
と
え
ば
、
オ
ペ
ラ
歌
手
を
育
て
る
の
は
、

た
い
へ
ん
贅
沢
な
こ
と
な
の
で
す
。
歌
手

が
一
人
で
歌
う
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な

い
。
ぼ
く
ら
み
た
い
に
動
き
を
考
え
た
り

す
る
ス
タ
ッ
フ
が
い
て
、
指
揮
の
先
生
も

い
る
。
相
手
役
に
も
し
っ
か
り
と
し
た
先

生
が
い
な
い
と
い
け
な
い
。
あ
る
場
合
に

は
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。

明
か
り
や
道
具
や
衣
装
を
準
備
す
る
人
が

い
る
。
そ
う
い
う
環
境
が
備
わ
っ
て
は
じ

め
て
一
人
の
歌
手
を
育
て
て
い
く
。
芸
大

は
環
境
が
整
っ
て
い
る
部
分
で
、
学
生
に

も
た
い
へ
ん
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い

で
す
か
。
し
か
も
美
術
学
部
も
あ
る
。
だ

か
ら
も
っ
と
そ
の
メ
リ
ッ
ト
を
生
か
さ
な

け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

た
だ
、
最
近
の
学
生
は
、
ま
す
ま
す

「
洋
魂
洋
才
」
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。
着
物

が
着
ら
れ
な
い
、
下
駄
を
履
い
て
歩
く
気

持
ち
良
さ
も
わ
か
ら
な
い
。
言
葉
の
問
題

も
非
常
に
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
上
、

国
際
化
ば
か
り
唱
え
て
い
る
と
、
と
ん
で

も
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
オ
ペ
ラ

と
い
う
西
洋
音
楽
を
や
る
場
合
で
も
、
歌

舞
伎
の
知
識
や
所
作
事
、
そ
れ
に
礼
儀
が

必
要
。
襖
の
開
け
閉
め
で
も
、
舞
台
の
上

に
出
さ
な
く
て
も
心
得
て
い
る
ほ
う
が
い

い
。芸

大
の
音
楽
学
部
に
は
日
本
の
古
典
芸

術
・
芸
能
が
あ
り
ま
す
が
、
核
と
し
て
、

日
本
の
演
劇
を
含
め
た
古
典
芸
術
に
つ
い

て
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
充
実
さ
せ
る
必
要

が
あ
る
。
そ
れ
は
ぼ
く
の
期
待
で
す
。
奏

楽
堂
と
い
う
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
す
る
場
所

が
で
き
た
か
ら
、
も
っ
と
共
同
作
業
を
し

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
ね
。

芸
大
に
い
る
い
ろ
ん
な
才
能
を
も
っ
た

先
生
方
が
発
信
す
る
も
の
、
学
生
た
ち
が

発
信
す
る
も
の
を
、
奏
楽
堂
を
使
っ
て
ど

う
や
っ
て
い
ち
ば
ん
有
効
に
世
の
中
に
発

信
し
て
い
く
か
。
そ
れ
が
、
い
ま
の
ぼ
く

に
与
え
ら
れ
て
い
る
使
命
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。

15

じ
っ
そ
う
じ
・
あ
き
お

一
九
三
七
年
生
ま
れ
。
五
九
年
早
稲
田

大
学
第
二
文
学
部
仏
文
学
専
修
卒
業
。

九
七
年
東
京
芸
術
大
学
音
楽
学
部
教

授
。
同
年
演
奏
芸
術
セ
ン
タ
ー
教
授
。

○
一
年
四
月
か
ら
同
セ
ン
タ
ー
長

實
相
寺
昭
雄

演
奏
芸
術
セ
ン
タ
ー
長

奏
楽
堂
か
ら
発
信
す
る

「
共
同
作
業
」の
成
果

奏楽堂開館記念オペラ「魔笛」（写真：木之下晃）
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た芸大 第1回 1901年～1910年

西洋画陳列場。中央上段の像はラファエロ（モザイク製）

活人蒔絵　漆工科会員

彫刻科研究生によってつくられ
た本館前の美神像
3点とも東京美術学校校友会編
『美術祭記念帖』（東京芸術大
学附属図書館所蔵）より

東京美術学校1903年秋

「第一回美術祭」の
熱気と混沌
佐藤道信

1903

今
で
も
毎
年
九
月
に
芸
術
祭
が
開
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
ル

ー
ツ
と
い
う
な
ら
こ
の
第
一
回
美
術
祭
だ
ろ
う
。
東
京
美

術
学
校
の
創
立
十
五
周
年
を
記
念
し
た
こ
の
美
術
祭
は
、
学
生
も

教
官
も
参
加
し
た
全
校
あ
げ
て
の
お
祭
り
だ
っ
た
。
た
っ
た
一
日

（
十
一
月
三
日
）
の
お
祭
り
に
三
万
人
以
上
の
入
場
者
、
侯
爵
や

ら
前
文
相
ま
で
来
た
ら
し
い
か
ら
、
今
の
大
型
企
画
展
も
マ
ッ
青

だ
。
凝
っ
た
校
内
装
飾
と
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
、
朝
か
ら
晩
ま
で
二
十

六
も
組
ま
れ
た
学
生
の
余
興
、
菓
子
屋
か
ら
酒
屋
・
西
洋
料
理

店
、
板
谷
波
山
の
記
念
楽
焼
店
ま
で
並
ん
だ
出
店
。
さ
ら
に
悲
母

観
音
な
ど
重
文
ク
ラ
ス
の
作
品
ま
で
ズ
ラ
リ
と
並
べ
た
遺
蹟
展
覧

会
、
帰
国
し
た
ば
か
り
の
河
口
慧
海
の
チ
ベ
ッ
ト
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

を
引
っ
ぱ
り
出
し
た
西
蔵
品
展
覧
会
、
等
々
。
こ
の
狭
い
校
内
で

ど
う
や
っ
て
や
っ
た
の
か
、
ど
こ
か
ら
そ
ん
な
お
金
が
出
た
の
か
不

思
議
な
く
ら
い
、
ノ
リ
ノ
リ
の
ハ
ジ
ケ
っ
ぷ
り
だ
。

学
生
の
余
興
は
、
学
科
や
ク
ラ
ブ
ご
と
の
仮
装
行
列
と
寸
劇
が

中
心
だ
っ
た
。
凱
旋
行
列
（
日
本
画
）、
天
象
行
列
（
西
洋
画
）、

参
内
行
列
（
彫
刻
）、
神
代
行
列
（
鋳
金
）、
江
戸
の
花
（
漆
工
）、

地
獄
の
宿
替
（
図
案
）、
巴
里
美
術
学
生
行
列
（
仏
語
）、
フ
ロ

レ
ン
ス
行
列
（
英
語
）、
羅
馬
の
武
士
（
柔
道
・
撃
剣
）
な
ど
、

練
り
に
練
っ
た
余
興
が
続
き
、
最
後
は
学
生
・
教
員
な
か
よ
く
全

校
行
列
し
て
い
る
。
ま
た
各
学
科
は
祭
壇
を
作
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の

祭
神
を
ま
つ
っ
た
。
祭
神
は
、
日
本
画
科
が
狩
野
芳
崖
、
西
洋

画
・
ラ
フ
ァ
エ
ロ
、
彫
刻
・
野
見
宿
禰
、
図
案
・
尾
形
光
琳
、
彫

金
・
後
藤
祐
乗
、
鍛
金
・
石
凝
姥
命
、
漆
工
・
本
阿
弥
光
悦
。
今

で
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
当
時
を
し
の
ば
せ
て
ど
れ

も
面
白
い
。
そ
し
て
各
祭
神
の
作
品
や
そ
の
関
連
資
料
を
展
示
し

た
の
が
遺
蹟
展
覧
会
で
、
百
十
件
以
上
が
校
内
の
三
室
に
展
示
さ

れ
た
。
学
内
所
蔵
品
だ
け
で
な
く
、
借
用
先
に
は
名
だ
た
る
名
士

の
名
前
が
並
ん
で
い
る
の
に
驚
く
。
学
生
、
教
官
、
祭
神
、
名
士
、

見
学
庶
民
と
、
人
の
上
下
も
過
去
・
現
在
も
問
わ
な
い
ま
さ
に
お

祭
り
だ
。
お
祭
り
と
は
本
来
こ
う
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま

た
校
内
の
木
々
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ひ
ね
っ
た
名
前
が
つ
け
ら
れ
た
。

「
考
え
杉
」「
眉
に
椿
」「
ひ
ま
っ
柿
」「
馬
鹿
馬
鹿
椎
」「
有
難
く

も
梨
」「
や
り
栗
」「
来
賓
を
松
」「
気
を
紅
葉
」「
思
い
の
竹
」、

叢
に
も
「
此
辺
お
笑
ひ
草
多
し
」
な
ど
、
若
々
し
い
オ
ヤ
ジ
ギ
ャ

グ
の
連
発
だ
。
教
官
が
つ
け
た
の
な
ら
、
よ
ほ
ど
頭
が
柔
ら
か
い
。

今
か
ら
ち
ょ
う
ど
一
世
紀
前
、
前
年
に
は
日
英
同
盟
の
締
結
、

次
の
年
は
日
露
戦
争
が
あ
っ
た
年
の
こ
と
だ
。
し
か
し
高
揚
す
る

時
代
の
気
分
を
反
映
し
つ
つ
も
、
キ
ナ
臭
さ
は
こ
こ
に
な
い
。
む

し
ろ
草
創
期
の
熱
気
が
燃
え
立
っ
て
い
る
。
五
年
前
の
美
校
騒
動

も
、
草
創
期
ら
し
い
熱
気
の
ぶ
つ
か
り
合
い
だ
っ
た
が
、
モ
メ
て

も
結
構
サ
ッ
パ
リ
し
て
い
る
の
が
、
こ
の
学
校
の
気
風
ら
し
い
。

第
一
回
美
術
祭
と
銘
う
っ
て
次
が
な
か
っ
た
の
も
、
何
と
な
く
こ

こ
ら
し
く
て
悪
く
な
い
。
ノ
ッ
た
ら
強
い
芸
術
家
た
ち
の
学
校
だ
。

二
十
一
世
紀
を
迎
え
、
大
学
も
大
き
な
転
換
期
に
さ
し
か
か
っ
た

今
、
ど
ん
な
新
世
紀
の
草
創
期
に
な
る
の
か
期
待
し
な
が
ら
、
こ

こ
ま
で
来
た
道
を
た
ど
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
さ
と
う
・
ど
う
し
ん
／
美
術
学
部
芸
術
学
科
助
教
授
）

芸大の歴史はドラマに満ちている。歴史上の名だたる芸術家たちが
この大学を舞台に興味深いエピソードを残してきた。
10年刻みで振り返る、芸大の20世紀

日本近代美術史。主要著書『〈日本美術〉誕生－近代日本の「ことば」と
戦略』『明治国家と近代美術－美の政治学』
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タイムカプセルに乗っ

今
か
ら
百
年
前
の
一
九
〇
一
年
（
明
治
三
十
四
年
）
十
月
一

日
、
瀧
廉
太
郎
が
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
音
楽
院
の
入
学
試
験
に

合
格
し
た
。
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
に
、
東
京
音
楽
学
校
関
係
者
た
ち
の

喜
び
は
並
々
で
は
な
か
っ
た
。
我
が
国
初
め
て
の
男
子
留
学
生
が
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
名
門
校
に
め
で
た
く
入
学
を
許
さ
れ
た
か
ら
で
あ

る
。
ち
ょ
う
ど
、
女
の
子
ば
か
り
生
ま
れ
て
、
あ
あ
次
は
嫡
子
の

男
の
子
で
あ
っ
て
欲
し
い
、
と
願
っ
て
い
る
家
庭
に
、
つ
い
に
待

望
の
男
子
が
誕
生
し
た
よ
う
で
あ
っ
た
。

島
崎
藤
村
も
音
楽
畑
の
み
女
性
が
目
立
っ
て
元
気
に
活
躍
す
る

こ
と
に
、
あ
る
種
の
奇
異
を
感
じ
て
い
た
一
人
で
あ
る
。
当
時
、

洋
楽
は
「
近
代
」
の
象
徴
と
も
み
な
さ
れ
て
い
た
の
で
、
藤
村
は

好
奇
心
も
手
伝
っ
て
、
一
八
九
七
年
秋
か
ら
一
年
間
、
選
科
生
と

し
て
東
京
音
楽
学
校
に
在
籍
し
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
や
ピ
ア
ノ
な
ど

を
学
ん
だ
。
有
名
な
『
若
菜
集
』
を
出
版
し
た
ば
か
り
で
、
新
進

の
詩
人
と
し
て
世
の
注
目
を
浴
び
て
い
た
頃
で
あ
る
。
彼
の
ピ
ア

ノ
の
先
生
は
、
二
十
五
歳
の
助
教
授
、
橘
糸
重
で
あ
っ
た
。
さ
ら

に
こ
の
時
二
十
七
歳
の
留
学
帰
り
の
教
授
、
幸
田
延
が
元
気
溌

剌
、
い
わ
ば
ス
タ
ー
的
に
活
躍
し
て
い
た
。
選
科
生
の
藤
村
は
新

聞
の
音
楽
批
評
に
お
い
て
優
雅
な
文
章
で
、「
西
の
國
の
文
學
も
、

繪
畫
も
宗
教
も
、
哲
學
も
、
多
く
は
皆
な
男
子
の
手
に
よ
り
て
傳

へ
ら
れ
た
る
に
、
ひ
と
り
音
樂
の
み
は
女
性
に
よ
り
て
傳
ら
れ
た

る
は
竒
な
ら
ず
や
」
と
書
い
て
い
る
。

幸
田
露
伴
の
妹
、
幸
田
延
が
留
学
す
る
に
至
っ
た
の
に
は
、
御

雇
外
国
人
教
師
ル
ー
ド
ル
フ
・
デ
ィ
ッ
ト
リ
ヒ
の
意
見
が
大
き
く

作
用
し
て
い
た
。
一
八
八
八
年
、
ウ
ィ
ー
ン
か
ら
や
っ
て
き
た
音

楽
家
デ
ィ
ッ
ト
リ
ヒ
は
高
い
識
見
を
も
っ
て
い
て
、
文
部
大
臣
の

森
有
礼
や
音
楽
学
校
関
係
者
に
対
し
て
、
こ
れ
か
ら
は
外
国
人
を

招
く
だ
け
で
な
く
、
優
秀
な
日
本
人
を
本
場
へ
留
学
さ
せ
る
べ
き

だ
と
進
言
し
た
。
こ
れ
が
容
れ
ら
れ
て
、
一
八
八
九
年
春
、
幸
田

延
は
官
費
に
よ
る
初
の
音
楽
留
学
生
と
し
て
欧
米
に
出
発
し
た
。

だ
が
、
彼
女
の
六
年
半
に
お
よ
ぶ
不
在
中
、
音
楽
学
校
は
存
続

か
廃
止
か
の
論
争
が
帝
国
議
会
で
起
こ
る
ほ
ど
、
国
の
教
育
方
針

は
揺
ら
い
だ
。
一
八
九
三
年
秋
、「
高
等
師
範
學
校
附
属
」
と
い

う
、
い
わ
ば
格
下
げ
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
そ
の
時
代
が
五
年
半
ほ

ど
続
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
留
学
生
の
派
遣
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
と

こ
ろ
が
、「
国
民
の
道
徳
を
維
持
し
品
位
を
高
め
る
為
」、
高
い
音

楽
教
育
を
施
す
上
で
東
京
音
楽
学
校
は
必
要
と
さ
れ
て
、
一
八
九

九
年
春
、
再
び
独
立
を
勝
ち
得
た
。
そ
し
て
、
十
年
ぶ
り
の
二
人

目
の
留
学
生
と
し
て
延
の
妹
、
幸
田
幸
が
選
ば
れ
た
。
し
か
し
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
こ
の
選
考
に
延
の
介
入
が
あ
っ
た
と
非
難
し

た
。
幸
田
幸
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
卓
越
し
た
実
力
を
認
め
な
が
ら

も
、
男
子
留
学
生
を
期
待
す
る
人
々
が
多
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
て
三
人
目
の
留
学
生
に
瀧
廉
太
郎
が
決
定
し
、
彼
は
バ

ッ
ハ
や
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
ゆ
か
り
の
町
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
へ
と
旅
立

っ
た
。
瀧
に
は
ピ
ア
ノ
の
腕
を
磨
く
だ
け
で
な
く
、
高
度
な
作
曲

の
勉
強
も
期
待
さ
れ
た
。
瀧
は
す
で
に
『
中
学
唱
歌
』
に
大
き
な

功
績
を
挙
げ
て
い
て
、
い
つ
か
彼
こ
そ
、
西
洋
の
大
作
曲
家
に
伍

す
る
よ
う
な
、
洋
楽
の
本
格
的
「
作
曲
家
」
に
な
れ
る
の
で
は
な

い
か
―
―
そ
ん
な
メ
ル
ヘ
ン
的
な
夢
を
、
音
楽
関
係
者
に
抱
か
せ

た
か
ら
で
あ
る
。（

た
き
い
・
け
い
こ
／
演
奏
芸
術
セ
ン
タ
ー
助
手
）

東京音楽学校1901年秋

瀧廉太郎の
留学
瀧井敬子

東京音楽学校編纂『中学唱歌』明治34年3月出版（東京芸術大学
附属図書館所蔵）より 表紙、《荒城の月》

音楽学（ドイツ・ロマン派、および日本洋楽草創期の研究）。主要論文
「幸田露伴と音楽、そして妹の延」「東西音楽の接点－音楽におけるジャポ
ニスムの一断面」
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モ
ビ
ー
ル
は
、
風
の
流
れ
に
応
じ
て
軽
快
に
動
く
、

ユ
ニ
ー
ク
な
造
形
表
現
で
す
。

ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
オ
ブ
ジ
ェ
作
品
と
は
違
っ
て
、「
風

を
見
せ
る
」「
動
き
を
楽
し
ま
せ
る
」
と
い
う
オ
リ
ジ

ナ
ル
の
魅
力
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
立
体
彫
刻
に
バ

レ
エ
や
ダ
ン
ス
の
よ
う
な
「
時
間
」
の
要
素
を
取
り
入

れ
た
表
現
だ
と
喩
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。

七
日
間
の
講
座
で
は
、
ま
ず
モ
ビ
ー
ル
の
代
表
的
な

作
家
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
・
カ
ル
ダ
ー
と
私
の
作
品
を
紹

介
し
な
が
ら
、
モ
ビ
ー
ル
の
歴
史
、
具
体
的
な
仕
組
み

な
ど
を
概
説
し
ま
す
。

こ
の
あ
と
受
講
者
が
最
初
に
手
が
け
る
の
は
、
モ
ビ

ー
ル
の
原
型
「
や
じ
ろ
べ
え
」
の
作
り
方
で
す
。
こ
こ

で
「
動
く
造
形
」
の
基
礎
で
あ
り
、
最
も
重
要
な
バ
ラ

ン
ス
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
さ
ら
に
、

主
要
な
素
材
で
あ
る
針
金
の
特
性
、
ジ
ョ
イ
ン
ト
の
工

夫
な
ど
か
ら
、「
軽
さ
」「
重
力
に
対
す
る
否
定
」
と
い

っ
た
モ
ビ
ー
ル
作
成
の
ポ
イ
ン
ト
が
お
さ
え
ら
れ
て
い

き
ま
す
。 開

か
れ
た

大
学

公
開
講
座
が
果
た
し
て
き
た
役
割

芸
大
の
教
育
活
動
の
ひ
と
つ
に
、
一
般
市
民
を
対
象
と
し
た〈
公
開
講
座
〉が
あ
る
。

平
成
十
三
年
度
公
開
講
座
か
ら
四
つ
の
講
座
に
つ
い
て
担
当
教
官
が
紹
介
す
る

芸
大
上
野
キ
ャ
ン
パ
ス
に
隣
接
す
る
谷や

中な
か

・
根ね

津づ

・

千せ
ん

駄だ

木ぎ

地
区
（
略
し
て
谷や

根ね

千せ
ん

）
は
、
歴
史
の
あ
る

町
並
み
と
下
町
的
な
暮
し
を
残
す
、
東
京
の
代
表
的
な

散
策
エ
リ
ア
の
ひ
と
つ
で
す
。

こ
の
エ
リ
ア
に
は
、
古
く
か
ら
の
民
家
、
学
校
、
商

店
街
が
軒
を
接
し
、
墓
地
を
擁
す
る
寺
町
が
控
え
、
人

間
に
と
っ
て
の
「
生
老
病
死
」
が
そ
ろ
っ
て
い
ま
す
。

地
勢
的
に
も
起
伏
に
富
み
、
町
を
歩
い
て
学
ぶ
に
は
う

っ
て
つ
け
の
場
所
だ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
、

芸
大
の
膝
元
だ
と
い
う
利
点
も
あ
り
ま
す
。
私
の
環
境

設
計
研
究
室
で
は
、
入
っ
て
き
た
大
学
院
生
に
は
、
ま

ず
谷
根
千
を
対
象
に
計
画
を
立
て
さ
せ
て
い
る
ん
で

す
。こ

の
講
座
の
大
き
な
狙
い
は
、
町
を
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ

ー
ク
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ふ
だ
ん
は
距
離
の
あ
る

〈
都
市
〉
や
〈
建
築
〉
を
身
近
な
問
題
と
し
て
考
え
る

手
が
か
り
を
習
得
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
い
う
と
こ
ろ

に
あ
り
ま
す
。
受
講
者
は
、
数
人
づ
つ
の
グ
ル
ー
プ
に

分
か
れ
て
、
サ
ポ
ー
タ
ー
（
研
究
室
の
助
手
や
大
学
院

「
い
ち
ど
は
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
を
指
揮
し
て
み
た
い
」。

そ
ん
な
夢
を
も
つ
音
楽
フ
ァ
ン
は
少
な
く
な
い
で
し
ょ

う
。芸

大
の
「
指
揮
法
講
座
」
で
は
、
三
日
間
と
い
う
短

い
時
間
の
な
か
で
、
指
揮
を
す
る
さ
い
に
必
要
な
基
本

的
な
技
術
や
姿
勢
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
こ
で
こ
の
講
座
で
は
、
ま
ず
指
揮
特
有
の
「
生
理
的

な
部
分
」
と
「
物
理
的
な
部
分
」
に
つ
い
て
知
っ
て
い

た
だ
く
こ
と
か
ら
始
め
て
い
ま
す
。

生
理
的
な
部
分
と
は
、
指
揮
さ
れ
る
側
の
目
の
生

理
、
目
の
癖
の
こ
と
で
す
。「
動
い
て
い
る
両
方
の
手

を
、
同
時
に
は
追
う
こ
と
は
で
き
な
い
」「
二
つ
の
動

き
の
中
で
、
よ
り
大
き
く
動
い
て
い
る
ほ
う
を
見
る
」

…
…
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
お
く
と
、
演
奏
者
に
と
っ

て
見
や
す
く
棒
を
振
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。指

揮
の
物
理
的
な
側
面
は
、
日
常
的
な
小
道
具
を
使

っ
て
説
明
し
ま
し
た
。
釘
を
打
つ
要
領
で
小
型
の
金
槌

を
振
る
こ
と
に
よ
り
、
指
揮
棒
は
、
先
端
の
動
き
で
指

荘
厳
華
麗
な
音
色
の
美
し
さ
で
、
幅
広
い
フ
ァ
ン
を

獲
得
し
て
い
る
オ
ル
ガ
ン
の
響
き
。

公
開
講
座
「
オ
ル
ガ
ン
を
知
ろ
う
」
で
は
、
オ
ル
ガ

ン
の
原
理
、
音
色
、
演
奏
と
歴
史
に
つ
い
て
、
芸
大
に

あ
る
三
台
の
種
類
が
異
な
る
オ
ル
ガ
ン
を
使
っ
て
授
業

を
進
め
ま
し
た
。
理
論
は
も
ち
ろ
ん
重
視
し
ま
し
た
が
、

「
見
る
」「
聞
く
」「
触
れ
る
」
と
い
う
感
覚
的
な
要
素
を

入
り
口
に
、
オ
ル
ガ
ン
音
楽
が
よ
り
身
近
に
な
る
よ
う

工
夫
し
た
つ
も
り
で
す
。

奏
楽
堂
で
の
講
義
で
は
、
ス
ラ
イ
ド
と
ビ
デ
オ
カ
メ

ラ
に
よ
り
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
で
映
像
を
大
ス
ク
リ
ー

ン
に
投
影
し
て
進
め
ま
し
た
。
オ
ル
ガ
ン
の
内
部
に
カ

メ
ラ
を
入
れ
て
構
造
を
説
明
し
、
手
足
を
使
っ
た
鍵キ

ー

操

作
を
見
て
い
た
だ
く
な
ど
、
ふ
だ
ん
は
見
る
こ
と
が
で

き
な
い
演
奏
の
細
部
が
、
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
い
ま

す
。何

よ
り
も
豊
か
な
響
き
を
聴
い
て
い
た
だ
く
こ
と
が
、

オ
ル
ガ
ン
の
魅
力
を
知
る
最
大
の
近
道
で
す
。
代
表
的

音
色
を
紹
介
し
た
の
ち
、「
オ
ル
ガ
ン
音
楽
め
ぐ
り
」

浮
遊
す
る

造
形
（
モ
ビ
ー
ル
）

伊
藤
隆
道
教
官

住
民
の
た
め
の

建
築
学
校

片
山
和
俊
教
官

指
揮
法
講
座

佐
藤
功
太
郎
教
官

オ
ル
ガ
ン
を

知
ろ
う

廣
野
嗣
雄
教
官

夏
期
公
開
講
座
と
は

東
京
芸
術
大
学
は
、
教
官
・
学
生
の
作
品
の
公
開
展
示
、
公
開

演
奏
会
、
大
学
美
術
館
収
蔵
品
の
公
開
、
科
目
等
履
修
生
の
受
け

入
れ
、
年
末
の
「
メ
サ
イ
ア
」、「
台
東
第
九
」
公
演
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
形
で
社
会
と
連
携
し
た
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
な
か
で
も
「
大
学
が
持
っ
て
い
る
総
合
的
・
専
門
的
教
育

研
究
の
機
能
を
広
く
社
会
に
開
放
し
、
地
域
住
民
等
に
対
し
て
広

く
生
活
上
、
職
業
上
の
知
識
、
技
術
及
び
一
般
教
養
を
身
に
付
け

る
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
」
を
目
的
と
し
て
、
地
域
に
お
け
る
生
涯

学
習
の
場
を
提
供
す
る
「
公
開
講
座
」
が
代
表
的
な
も
の
で
す
。

本
学
の
公
開
講
座
は
、
一
九
八
三
年
（
昭
和
五
十
八
年
）
に
開
始

さ
れ
ま
し
た
が
、
実
技
指
導
を
中
心
と
し
て
一
講
座
あ
た
り
の
受
講

生
を
少
な
く
し
、
き
め
細
か
な
指
導
を
行
う
こ
と
に
特
徴
が
あ
り
、

概
ね
連
続
三
日
間
な
い
し
七
日
間
に
わ
た
り
開
講
し
て
、
短
期
間

に
学
習
の
成
果
が
上
が
る
よ
う
に
企
画
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
講
座
は
、
ア
ト
リ
エ
、
演
奏
ホ
ー
ル
を
使
っ
て
実
施
す
る

た
め
、
本
学
の
授
業
に
支
障
の
な
い
よ
う
、
主
に
夏
休
み
期
間
に

行
っ
て
い
ま
す
。
今
年
度
は
二
十
講
座
、
定
員
八
百
八
十
六
名
に

拡
充
さ
れ
行
わ
れ
ま
し
た
。
来
年
度
の
受
講
要
項
は
、
五
月
下
旬

に
配
布
さ
れ
ま
す
。
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こ
の
講
座
で
は
、
風
力
で
動
く
モ
ビ
ー
ル
だ
け
で
は

な
く
、「
動
く
造
形
」
の
枠
の
な
か
で
、
モ
ー
タ
ー
で

動
く
彫
刻
も
手
ほ
ど
き
し
ま
し
た
。
モ
ビ
ー
ル
の
ラ
ン

ダ
ム
な
動
き
や
、
電
動
に
よ
る
繰
り
返
し
の
動
き
な
ど
、

そ
れ
ぞ
れ
に
個
性
の
違
い
や
、
お
も
し
ろ
さ
が
あ
り
ま

す
。講

座
最
終
の
自
由
制
作
に
は
、
そ
れ
ま
で
に
学
ん
だ

「
動
く
造
形
」
の
中
か
ら
、
受
講
者
が
い
ち
ば
ん
作
り

た
い
も
の
を
、
好
き
な
材
料
を
自
分
で
選
ん
で
作
る
と

い
う
課
題
を
与
え
ま
し
た
。
材
料
を
選
ぶ
と
い
う
と
い

う
の
も
表
現
行
為
の
ひ
と
つ
な
の
で
す
。
な
か
に
は
、

子
ど
も
と
海
で
遊
ん
だ
と
き
拾
っ
て
き
た
貝
殻
を
用
い

た
女
性
受
講
者
も
い
ま
し
た
。

何
よ
り
も
作
品
を
た
く
さ
ん
作
る
こ
と
で
、
素
材
を

使
い
こ
な
し
て
、
生
き
生
き
と
し
た
表
現
力
が
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
じ
つ
を
言
う
と
、
針
金
自
体
が
、

初
心
者
が
取
り
組
ん
で
も
、
味
わ
い
の
あ
る
表
情
を
持

ち
得
、
完
成
度
が
出
て
く
る
素
材
な
の
で
す
。
こ
の
点

も
、
一
般
の
方
向
け
の
公
開
講
座
に
は
ふ
さ
わ
し
い
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
作
品
を
家
庭
に
持
ち
帰
り
、
テ
ク

ニ
ッ
ク
を
み
ん
な
と
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
、

こ
の
講
座
な
ら
で
は
の
こ
と
だ
思
い
ま
す
。

（
い
と
う
・
た
か
み
ち
／
美
術
学
部
デ
ザ
イ
ン
科
教
授
）

「光や影や曲線について今まで見逃していたことばかりで刺激的でした」
「道具が少なくペンチとハリガネだけでできることが良かったです。」（「公
開講座アンケート」より。以下同）

生
）
の
ガ
イ
ド
に
し
た
が
い
行
動
し
ま
す
。
こ
の
よ
う

に
、
講
義
形
式
で
は
な
く
、
受
講
者
自
身
が
街
を
見
て

回
り
、
考
え
、
話
し
合
い
、
発
表
す
る
「
参
加
型
」
で

あ
る
こ
と
も
大
き
な
特
色
で
す
。

今
回
、
皆
さ
ん
に
や
っ
て
い
た
だ
い
た
テ
ー
マ
は

「
開
く
―
閉
じ
る
」
で
す
。
街
や
家
が
ど
の
よ
う
に

「
開
か
れ
」「
閉
じ
ら
れ
」
て
い
る
か
、
谷
根
千
を
巡
り

な
が
ら
、
そ
の
関
係
を
発
見
し
て
も
ら
う
の
が
課
題
で

す
。
ま
た
、
ほ
か
に
ど
の
よ
う
な
テ
ー
マ
や
見
方
を
加

え
る
と
、
街
の
構
造
の
理
解
が
助
け
ら
れ
る
か
。
カ
メ

ラ
や
地
図
を
駆
使
し
て
、
数
時
間
歩
き
、
最
終
日
に
は

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
・
パ
ネ
ル
を
グ
ル
ー
プ
ご
と
に

ま
と
め
、
発
表
し
て
も
ら
い
ま
す
。

こ
の
講
座
は
院
生
や
助
手
も
、
一
般
の
方
と
接
す
る

こ
と
に
よ
り
、
頭
を
柔
軟
に
し
て
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク

を
補
助
す
る
必
要
が
生
じ
、
勉
強
に
な
り
ま
す
。
受
講

後
に
、
自
分
が
住
ん
で
い
る
町
を
は
じ
め
、
景
観
や
町

並
み
保
存
に
つ
い
て
の
意
識
が
高
ま
っ
て
い
た
だ
け
る

と
あ
り
が
た
い
で
す
。

創
作
に
か
か
わ
る
具
体
的
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
が
学
べ
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
町
と
建
築
の
見
方
を
変

え
る
」
視
点
を
学
ぶ
「
住
民
の
た
め
の
建
築
学
校
」
は
、

芸
大
公
開
講
座
の
中
で
も
個
性
的
な
も
の
だ
と
い
え
る

で
し
ょ
う
。

（
か
た
や
ま
・
か
ず
と
し
／
美
術
学
部
建
築
科
教
授
）

「〈開く―閉じる〉から何を連想し、何を探そうか、とても楽しみでした。
次から次へいろいろなことが連想され、まとめられない程でとても良いテ
ーマだと思いました。」

示
す
る
の
だ
と
学
ん
で
い
た
だ
く
。
う
ち
わ
を
振
っ
て

空
気
抵
抗
を
味
わ
う
こ
と
で
、
滑
ら
か
な
レ
ガ
ー
ト
の

振
り
方
が
体
感
で
き
ま
す
。
ビ
ー
ト
（
拍
）
の
基
本
で

あ
る
振
り
子
の
原
理
を
観
察
す
る
の
に
は
、
糸
で
吊
る

し
た
五
十
円
硬
貨
を
使
い
ま
し
た
。

指
揮
者
の
心
構
え
と
し
て
最
も
重
要
な
の
は
決
断
力

と
実
行
力
で
す
。

拍
子
を
と
る
な
か
で
一
斉
に
手
を
叩
か
せ
る
「
手
叩

き
ゲ
ー
ム
」
や
、
指
揮
台
の
上
か
ら
大
き
な
身
振
り
と

手
振
り
で
、
自
分
が
思
っ
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
伝
え

る
「
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
ゲ
ー
ム
」
な
ど
、
ゲ
ー
ム
形
式
で

楽
し
み
な
が
ら
理
解
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
工
夫
し
ま

し
た
。

基
礎
を
学
ん
だ
あ
と
は
、
実
践
へ
。
合
唱
曲
を
指
揮

す
る
だ
け
で
は
な
く
、
合
唱
す
る
側
に
も
入
っ
て
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
難
し
さ
を
実
感
す
る
こ
と
は
た

い
へ
ん
重
要
で
す
。
ま
た
、
芸
大
生
に
よ
る
弦
楽
合
奏

で
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
「
ア
イ
ネ
・
ク
ラ
イ
ネ
・
ナ
ハ

ト
ム
ジ
ー
ク
」
を
指
揮
す
る
機
会
も
与
え
ら
れ
ま
す
。

た
だ
指
揮
者
に
と
っ
て
何
よ
り
も
必
要
な
こ
と
は
、

音
楽
を
自
分
の
な
か
に
充
満
さ
せ
て
お
く
こ
と
で
す
。

基
礎
を
踏
ま
え
、
内
発
的
な
表
現
意
欲
が
あ
れ
ば
、
指

揮
を
は
じ
め
る
の
に
年
齢
は
問
い
ま
せ
ん
か
ら
。

（
さ
と
う
・
こ
う
た
ろ
う
／
音
楽
学
部
指
揮
科
教
授
）

「希望次第でどんどん振らせてもらえるところが魅力。」「毎日練習して、
また次回参加しようと思います。上達するかなあー？」

と
題
し
て
、
一
日
目
に
は
、
十
四
世
紀
の
作
曲
者
不

詳
の
作
品
か
ら
バ
ロ
ッ
ク
の
巨
匠
Ｊ
・
Ｓ
・
バ
ッ
ハ
ま

で
を
、
二
日
目
に
は
、
ロ
マ
ン
派
の
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー

ン
か
ら
現
代
の
メ
シ
ア
ン
ま
で
を
、
解
説
を
は
さ
み
な

が
ら
、
院
生
の
演
奏
で
聴
い
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
た
、
受
講
者
に
と
っ
て
い
ち
ば
ん
の
楽
し
み
は
、

じ
っ
さ
い
に
自
分
の
手
で
オ
ル
ガ
ン
に
触
れ
、
音
を
出

し
て
ホ
ー
ル
に
響
き
わ
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で

し
ょ
う
。
と
く
に
奏
楽
堂
の
オ
ル
ガ
ン
に
触
れ
ら
れ
る

の
は
貴
重
な
経
験
だ
と
思
い
ま
す
。

講
座
の
意
義
と
し
て
も
う
ひ
と
つ
強
調
し
て
お
き
た

い
の
は
、
演
奏
の
プ
ロ
を
め
ざ
す
学
生
・
院
生
が
、
ア

ー
テ
ィ
ス
ト
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
に
目
を
向

け
、
企
画
す
る
側
の
役
割
を
意
識
す
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
オ
ル
ガ
ン
専
攻
大
学
院
の
授
業
の
一
環
と
し
て
、

教
官
と
院
生
が
自
由
に
意
見
を
交
え
な
が
ら
、
準
備
に

数
ヶ
月
か
け
、
一
般
の
方
を
飽
き
さ
せ
ず
、
し
か
も
手

際
よ
く
講
義
を
進
め
る
こ
と
に
配
慮
し
ま
し
た
。
同
時

に
、
東
京
芸
大
に
お
け
る
教
育
の
現
場
に
接
し
て
い
た

だ
く
こ
と
も
重
要
だ
と
考
え
ま
し
た
。

こ
の
講
座
を
と
お
し
て
、
二
千
年
以
上
の
歴
史
を
も

つ
オ
ル
ガ
ン
ヘ
の
関
心
が
高
ま
り
、
芸
術
大
学
奏
楽
堂

の
み
な
ら
ず
、
各
地
の
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
に
足
を
運

ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
る
と
何
よ
り
で
す
。

（
ひ
ろ
の
・
つ
ぐ
お
／
音
楽
学
部
器
楽
科
教
授
）

「奏楽堂のオルガンがあまりにも立派だったので仰天しました。パイプオ
ルガンは、奥が深くて、いろいろな背景のもとに、成り立っていることを
痛感しました。」
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平成13年度公開講座
上野キャンパス

【陶芸（陶土で楽しむ）】
5月19日、26日、6月2日。3日間、計18時間
陶土を使い手びねり、紐作り等の技法で器を成形
し、素焼きした後、下絵の具（呉須・弁柄）によ
る絵付けと釉掛けを行い、湯呑、花器などの器物
を制作する。
講師：島田文雄　他
【浮遊する造形（モビール）】
7月23日～7月31日。7日間、計42時間
モビールの基本となるシステムや手法を学び、参加
者それぞれの発想やデザインによるオリジナル作品
を作る。
講師：伊藤隆道　他3名
【今日の美術入門】
7月24日～7月31日。7日間、計42時間
ごく身近な「物」を素材として、立体作品を制作
し、さらにフォトグラムという写真技法を利用して
平面作品を制作する。
講師：坂口寛敏　他7名
【油画】
7月24日～7月31日。7日間、計42時間
室内空間に置かれた人体と静物を組み合わせ、一
枚の油彩画を完成させる。
講師：絹谷幸二　他6名
【木版画】
7月24日～7月31日。7日間、計42時間
水性多色摺り浮世絵伝統木版技術の習得と制作及
び版画の基本の解説を中心とした講義を行う。
講師：野田哲也　他3名
【リトグラフ】
7月24日～7月31日。7日間、計42時間
リトグラフの初歩的技術を修得させる。制作実習
を中心とし、そのつど、リトグラフについての概説、
歴史の説明、参考作品鑑賞等を行う。

講師：木戸　均　他2名
【イラストレーション技法とカレンダー】
7月23日～7月31日。7日間、計42時間
いろいろなイラスト技法により、カレンダーのため
のイラストレーションを描き、完成させる。
講師：箕浦昇一　他4名
【みんなで作る工作】
7月26日～8月1日。6日間、計24時間
大人と子供が木を中心とした素材で共同制作をし、
作品を完成させる。制作実習を通していろいろな道
具の使い方等も体得する。
講師：本郷　寛　他4名
【住民のための建築学校】
7月27日～7月29日。3日間、計18時間
東京の下町谷中・根津地域でのフィールドワークを
中心に建築や町並み、人々の生活に触れながら身
近な都市景観への提案を試みる。
講師：片山和俊　他3名

【お箏を楽しく－Ⅱ】
7月20日～7月22日。3日間、計18時間
中学生以上の一般の方に箏の音楽を理解していた
だき、実習しながら、これらの表現を会得する。
講師：増渕任一朗　他6名
【オルガンを知ろう】
7月21日～7月22日。2日間、計10時間
2000年以上の歴史を持つオルガン。その仕組み、
音色、楽器や音楽の歴史などを、わかりやすく解説
し、楽器にも触れてみる。
講師：廣野嗣雄　他
【指揮法講座】
7月23日～7月25日。3日間、計18時間
姿勢、指揮棒の持ち方等の基礎的要素から、主と
して実技を中心に講義を進め、様々な演奏形態の
楽曲の指揮入門まで、講義を行う。
講師：佐藤功太郎　他1名
【初歩の尺八実技】
7月25日、7月30日、8月17日。3日間、計18時間
尺八の歴史、琴古流・都山流の流派の違いを説明
し、尺八実技指導を行う。
講師：山本泰正　他2名
【春の海を弾こう】
7月26日～7月28日。3日間、計21時間
「さくら」「春の海」を弾きます。

講師：安藤政輝　他2名
【時代はUP感覚！　PARTⅢ】
8月1日～8月3日。3日間、計18時間
日常の無意識な動作、所作にかくされたリズム感の
本質に気づき、自然な動きのエネルギーの方向を感
知する。
講師：有賀誠門
【お能ってなあに？】
8月21日～8月23日。3日間、計18時間
能装束の紹介、着装、能面、宝生流・観世流によ
る表現様式の比較による流儀の違いについての講義
や、囃子事の実演と体験を行う。
講師：野村四郎　他4名
【チントンシャンってどう弾くの？】
8月27日～8月29日。3日間、計18時間
三味線音楽についての歴史編・楽器編の講義及び
三味線実習を行う。
講師：藤原睦子　他2名

取手キャンパス

【木工芸：フォトフレーム(木製額縁)の制作】
6月9日～7月7日。9日間。
フォトフレーム（木製額縁）の制作を行う。
講師：田中一幸　他4名
【新しい美術の楽しみ方】
9月17日～9月25日。7日間、計42時間
ドローイング他、カメラやビデオなどで記録したり、
個人個人で表現の可能性を探り、新しい美術の楽
しみ方の演習を行う。
講師：保科豊巳　他6名
【有線七宝と彫金】
9月17日～9月26日。7日間、計42時間
七宝・彫金技法による額絵、器物等の制作。初心
者は小額絵（ハガキサイズ）を制作する。

公開講座は、概ね次のスケジュールにより、行ってい
ます。
5月下旬　　　　公開講座実施要項の配布と大学ホー

ムページへの掲載
6月中旬　　　　受講者募集（募集期間は10日間）
6月下旬　　　　郵便による受講決定者への通知
6月下旬～9月　公開講座の開講

●受講対象者
・受講対象者は、受講する講座の全期間を受講できる
方に限ります。（例：3日間の講座を1日だけ受講す
ることはできません）

・受講を申し込まれる方の「学歴」「経験の有無」「性
別」は問いません。ただし、講座により、受講対象
となる年齢が設けられる場合があります。
●受講定員
・受講定員は、各講座ごとに定められています。定員

を超えた講座については、抽選となります。
・なお、受講の申し込みが定員に満たない講座につい
ては、申し込み期間終了後も、講座開始の10日前
まで申し込みを受け付けますので、大学に電話で照
会していただくか、大学ホームページでご確認くだ
さい。

東京芸術大学ホームページ http://www.geidai.ac.jp
●実施場所
・上野キャンパス
〒110-8714 東京都台東区上野公園12-8
・取手キャンパス
〒302-0001 茨城県取手市小文間5000番地　
東京芸術大学取手校地
●お問い合わせ先
総務課企画調査係　
電話：03-5685-7508 FAX：03-5685-7760
●申し込み方法
・公開講座の申し込みは、5月下旬に発行する「公開
講座実施要項」巻末の申し込み用紙に必要事項を

記入の上、返信用封筒を同封し、大学宛に郵送願
います。

・「実施要項」は、直接、大学（上野キャンパスまた
は取手キャンパス）で入手されるか、電話でご請求
ください。また、大学ホームページにも掲載します
ので、印刷してお使いください。

・講習料及び教材費は、受講決定通知により納入方
法、納入期日についてご案内いたします。なお、抽
選を行った場合、抽選に漏れた方には、その旨、通
知いたします。

・お一人で、1講座に何通も申し込まれた場合、申し
込みは無効となります。

・お一人で日程の重なる講座に、複数申し込まれた場
合、申し込みは無効となります。

・お申し込み者以外の方の受講はできません。
・その他、申し込み方法、講習料等について、詳しく
は、上記「お問い合わせ先」まで、ご連絡ください。

受講方法等について

左:【油画】 右:【リトグラフ】

左:【チントンシャンってどう弾くの?】
右:【時代はUP感覚！　PARTⅢ】
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交
　
流

◆
ソ
ウ
ル
大
学
校
音
楽
大
学
と

芸
術
国
際
交
流
協
定
を
締
結

四
月
二
十
四
日
、
ソ
ウ
ル
大
学
校
音
楽
大
学
か
ら
金

旻
学
長
、
金
炯
培
副
学
長
、
李
誠
載
名
誉
教
授
、
本
学

か
ら
は
澄
川
学
長
、
伊
藤
副
学
長
、
高
橋
音
楽
学
部
長

が
出
席
し
、
本
学
に
お
い
て
芸
術
国
際
交
流
協
定
の
調

印
式
が
行
わ
れ
た
。

ソ
ウ
ル
大
学
校
音
楽
大
学
は
、
創
立
当
初
よ
り
韓
国

の
音
楽
教
育
機
関
の
中
で
も
有
数
の
名
門
校
で
、
ソ
ウ

ル
大
学
校
芸
術
大
学
音
楽
学
部
が
一
九
五
三
年
の
大
学

組
織
再
編
に
よ
り
、
声
楽
科
・
作
曲
科
・
器
楽
科
・
韓

国
音
楽
科
の
四
学
科
七
講
座
を
有
す
る
音
楽
大
学
と
な

り
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

な
お
、
今
回
の
調
印
に
よ
り
、
本
学
の
交
流
協
定
締

結
校
（
大
学
姉
妹
校
）
は
、
八
ヶ
国
十
二
大
学
と
な
っ

た
。

◆
皇
太
子
殿
下
が
大
学
美
術
館

「
よ
み
が
え
る
日
本
画
」展
を
鑑
賞

六
月
四
日
、
皇
太
子
殿
下
が
大
学
美
術
館
で
公
開
中

の
「
よ
み
が
え
る
日
本
画
」
展
を
鑑
賞
さ
れ
た
。

殿
下
は
、
澄
川
学
長
の
案
内
で
工
藤
文
部
科
学
省
高

等
教
育
局
長
、
海
老
沢
Ｎ
Ｈ
Ｋ
会
長
、
内
林
Ｎ
Ｈ
Ｋ
プ

ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
社
長
の
出
迎
え
を
受
け
ら
れ
た
後
、
文

化
財
保
存
学
の
田
渕
教
授
の
解
説
で
法
隆
寺
金
堂
外
陣

壁
画
の
阿
弥
陀
浄
土
図
（
模
写
）
や
横
山
大
観
が
模
写

し
た
牧
谿
作
「
観
音
猿
鶴
図
」、
狩
野
芳
崖
作
「
悲
母

観
音
」
な
ど
を
鑑
賞
さ
れ
た
。

◆
ポ
ー
ラ
ン
ド
共
和
国
文
化
・
国
家
遺
産

大
臣
一
行
が
本
学
を
表
敬
訪
問

八
月
三
十
日
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
共
和
国
ア
ン
ジ
ェ
イ
・

ジ
ェ
リ
ン
ス
キ
文
化
・
国
家
遺
産
大
臣
、
イ
ェ
ジ
・
ポ

ミ
ャ
ノ
フ
ス
キ
駐
日
大
使
、
ミ
ロ
ス
ワ
フ
・
ウ
ッ
チ
コ

文
化
担
当
書
記
官
一
行
が
来
学
し
、
澄
川
学
長
・
永
井

事
務
局
長
・
古
嶋
音
楽
学
部
教
授
ら
大
学
関
係
者
と
懇

談
し
た
。

こ
れ
は
、
一
九
九
九
年
（
平
成
十
一
年
）
四
月
か
ら

二
年
間
、
客
員
教
授
（
外
国
人
教
師
）
と
し
て
ピ
ア
ノ

実
技
授
業
を
担
当
さ
れ
る
他
、
シ
ョ
パ
ン
没
後
百
五
十

周
年
を
記
念
し
て
奏
楽
堂
に
お
い
て
全
十
二
回
に
渡
り

開
催
し
た
「
二
○
○
○
年
シ
ョ
パ
ン
全
曲
演
奏
会
」
を

企
画
・
監
修
・
演
奏
さ
れ
る
等
、
本
学
の
み
な
ら
ず
、

我
が
国
の
音
楽
界
や
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
の
国
際
交
流
に
お

い
て
も
多
大
な
貢
献
を
さ
れ
た
故
ハ
リ
ー
ナ
・
ツ
ェ
ル

ニ
ー=

ス
テ
フ
ァ
ン
ス
カ
先
生
（
本
年
七
月
一
日
に
母
国

ポ
ー
ラ
ン
ド
で
逝
去
。
享
年
七
十
八
歳
）
の
功
績
を
し

の
び
、
両
国
の
一
層
の
交
流
を
発
展
さ
せ
た
い
と
の
大

臣
の
希
望
に
よ
り
実
現
し
た
も
の
。

◆
退
官
記
念

「
そ
り
の
あ
る
か
た
ち
　
澄
川
喜
一
展
」

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
パ
ー
テ
ィ
を
開
催

九
月
六
日
よ
り
大
学
美
術
館
で
始
ま
っ
た
退
官
記
念

「
そ
り
の
あ
る
か
た
ち

澄
川
喜
一
展
」
の
オ
ー
プ
ニ
ン

グ
パ
ー
テ
ィ
が
、
同
日
夕
刻
、
上
野
精
養
軒
に
お
い
て
、

開
催
さ
れ
た
。

七
百
人
を
超
え
る
招
待
者
が
見
守
る
中
、
会
は
宮
田

美
術
学
部
長
の
挨
拶
の
後
、
遠
山
文
部
科
学
大
臣
、
樋

口
運
営
諮
問
会
議
議
長
、
平
山
前
学
長
よ
り
祝
辞
が
あ

り
、
高
円
宮
殿
下
の
音
頭
で
乾
杯
が
行
わ
れ
た
。

受
　
賞

◆
大
学
美
術
館
が
第
四
十
二
回
Ｂ
Ｃ
Ｓ
賞

（
建
築
業
協
会
賞
）を
受
賞

建
築
業
協
会
は
七
月
二
十
三
日
、
全
国
よ
り
応
募
の

あ
っ
た
作
品
百
七
件
の
中
か
ら
「
第
四
十
二
回
Ｂ
Ｃ
Ｓ

賞
（
建
築
業
協
会
賞
）」
受
賞
作
品
を
決
定
し
、
本
学

大
学
美
術
館
（
施
工
、
鴻
池
組
）
を
含
む
十
九
作
品

（
う
ち
特
別
賞
二
作
品
）
に
同
賞
を
授
与
す
る
こ
と
を
発

表
し
た
。

こ
の
賞
は
、
社
団
法
人
建
築
業
協
会
が
、
わ
が
国
建

築
文
化
の
進
展
と
地
球
環
境
の
保
全
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
に
、
一
九
六
〇
年
（
昭
和
三
十
五
年
）
か
ら
毎

年
、
国
内
の
優
秀
建
築
物
の
表
彰
を
行
っ
て
い
る
も
の
。

本
学
は
、
奏
楽
堂
に
続
き
、
二
年
連
続
二
度
目
の
受

賞
と
な
っ
た
。
な
お
、
表
彰
式
は
、
十
一
月
十
四
日
に

東
京
・
パ
レ
ス
ホ
テ
ル
に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
。

運
　
営

◆
平
成
十
三
年
度
第
一
回

運
営
諮
問
会
議
を
開
催

六
月
二
五
日
に
今
年
度
最
初
（
通
算
三
回
目
）
の
運

営
諮
問
会
議
が
開
催
さ
れ
た
。

は
じ
め
に
、
澄
川
学
長
か
ら
大
学
改
革
の
取
組
状
況

等
に
つ
い
て
説
明
し
、
前
回
会
議
で
の
各
委
員
か
ら
の

意
見
を
踏
ま
え
取
り
ま
と
め
た
新
学
部
等
構
想
中
間
報

告
書
を
中
心
に
審
議
が
行
わ
れ
た
。
各
委
員
か
ら
、
既

存
学
部
と
の
有
機
的
な
連
携
の
重
要
性
、
大
規
模
改
修

計
画
案
や
大
学
美
術
館
及
び
奏
楽
堂
の
活
動
の
充
実
強

化
等
、
意
見
や
提
案
が
行
わ
れ
た
。

な
お
、
会
議
に
先
立
ち
、
四
月
に
更
新
さ
れ
た
大
学

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
と
附
属
図
書
館
収
蔵
の
音
楽
史
料
画
像

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ

た
。

◆
全
学
教
官
会
議
を
開
催

七
月
五
日
、
両
学
部
教
授
会
終
了
後
、
奏
楽
堂
に
お

い
て
、
開
校
以
来
初
め
て
と
な
る
全
学
教
官
会
議
が
開

催
さ
れ
た
。
こ
れ
は
全
学
会
議
で
あ
る
将
来
構
想
委
員

会
が
「
新
学
部
等
構
想
中
間
報
告
書
」
を
取
り
ま
と
め

た
の
を
機
に
、
澄
川
学
長
か
ら
全
学
教
官
に
呼
び
か
け

て
開
催
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

会
議
で
は
、
学
長
か
ら
、「
大
学
改
革
の
流
れ
は
経
済

財
政
構
造
改
革
の
中
で
急
激
に
加
速
さ
れ
、
非
常
に
厳

し
い
環
境
に
あ
る
が
、
芸
大
は
文
化
立
国
日
本
の
一
翼

を
担
う
大
学
と
し
て
、
ま
た
、
国
際
社
会
で
常
に
高
い

水
準
を
保
ち
、
世
界
か
ら
注
目
さ
れ
尊
敬
さ
れ
る
大
学

と
な
る
べ
く
、
そ
の
存
在
を
示
す
必
要
が
あ
り
、
こ
れ

NEWS
2001.4～10
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2001年度
芸術祭レポート
上野キャンパスに秋の訪れを告げる、芸大生たちの祭典〈芸術祭〉。
「宇宙リゾート」をテーマにした2001年度芸祭の風景をスナップしてみた

芸
祭
伝
説

戸
島
麻
貴

芸
術
祭
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
伝
説
が
生
ま
れ
る
。

芸
祭
の
幕
開
け
は
、
美
校
・
音
校
の
一
年
生
に
よ
る

御
輿
パ
レ
ー
ド
か
ら
。
上
野
公
園
で
は
御
輿
を
か
つ
い

で
暴
走
す
る
芸
大
生
が
ち
ょ
っ
と
し
た
名
物
に
な
っ
て

い
る
。
戦
前
か
ら
続
く
イ
ベ
ン
ト
な
の
だ
が
と
に
か
く

色
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
パ
レ
ー
ド
の
さ
な
か
、

上
野
公
園
の
噴
水
池
に
全
裸
で
ダ
イ
ビ
ン
グ
し
た
や
つ

が
い
る
と
い
う
の
は
学
生
の
間
で
も
、
メ
ジ
ャ
ー
な
話

し
。
サ
ン
バ
部
の
カ
リ
ス
マ
、
バ
ー
バ
ラ
さ
ん
は
、
パ
レ

ー
ド
の
先
頭
で
素
敵
に
踊
っ
た
。
彼
女
と
目
が
あ
っ
た

見
物
人
は
踊
り
の
輪
の
中
に
拉
致
さ
れ
る
と
か
。
夜
中

に
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
上
野
動
物
園
の
ペ
ン
ギ
ン
を
盗
み
に

い
っ
た
と
い
う
の
も
有
名
だ
。
ペ
ン
ギ
ン
に
関
し
て
は
か

わ
い
か
っ
た
か
ら
欲
し
か
っ
た
と
い
う
妙
な
コ
メ
ン
ト
ま

で
語
り
継
が
れ
て
い
る
。

話
し
が
脇
道
に
そ
れ
た
、
御
輿
パ
レ
ー
ド
に
戻
る
。

手
先
の
器
用
な
芸
大
生
が
ひ
と
夏
を
か
け
て
制
作
す
る

の
だ
か
ら
、
そ
の
迫
力
た
る
や
圧
巻
で
あ
る
。
モ
チ
ー

フ
は
見
栄
え
の
す
る
想
像
上
の
動
物
、
麒
麟
、
獅
子
、

龍
で
あ
っ
た
り
デ
ィ
テ
ィ
ー
ル
の
描
写
の
効
く
悪
魔
や

神
々
等
。
そ
の
年
話
題
に
な
っ
た
人
物
や
出
来
事
を
作

っ
た
り
も
す
る
。
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
科

の
特
性
が
造
形
に
顕
れ
る
。
空
間
に
お
け
る
動
き
。
質

感
や
色
彩
、
マ
テ
リ
ア
ル
。
な
る
ほ
ど
名
物
に
も
な
る

わ
け
だ
。
ま
た
、
一
年
生
に
と
っ
て
御
輿
作
り
は
、
ク

ラ
ス
単
位
で
の
、
は
じ
め
て
の
共
同
作
業
と
な
る
。
こ

の
御
輿
制
作
で
各
々
の
人
間
性
が
露
呈
す
る
。
あ
の
と

き
何
か
が
変
わ
っ
た
、
と
芸
大
生
は
口
を
揃
え
て
言
う
。

芸
術
祭
は
毎
年
違
っ
た
テ
ー
マ
を
か
か
げ
て
運
営
し

て
い
る
。
今
年
の
テ
ー
マ
は
「
宇
宙
リ
ゾ
ー
ト
」
だ
っ

た
。
来
る
べ
き
宇
宙
の
時
代
に
遅
れ
を
と
っ
て
は
な
ら

ぬ
と
、
委
員
長
自
ら
が
芸
祭
の
宇
宙
リ
ゾ
ー
ト
化
を
推

進
し
た
。
前
任
の
私
に
持
っ
て
き
て
く
れ
た
名
刺
に
も

「
委
員
長
」
で
は
な
く
宇
宙
リ
ゾ
ー
ト
代
表
と
あ
っ
た
。

御輿パレードの御輿は、美校（美術学
部）・音校（音楽学部）の1年生がひ
と夏をかけて制作したもの。サンバ隊
の先導で、上野界隈を熱気で染めあげ
ていく。今年はデザイン科・作曲科制
作の御輿に最優秀賞があたえられた

コピーライターの糸井重里氏と5人の学生によるシンポジウム「芸
術家はいかにして食うか」

学生のいる風景 第1回
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や
る
な
、
と
思
っ
た
。
楽
し
む
こ
と
に
本
気
な
の
で
あ

る
。最

後
に
と
っ
て
お
き
の
伝
説
を
。
芸
術
祭
で
は
恋
が

芽
生
え
る
。
芸
術
祭
で
芽
生
え
た
恋
を
我
々
は
芸
祭
マ

ジ
ッ
ク
と
呼
ぶ
。「
何
あ
い
つ
ら
。
芸
祭
マ
ジ
ッ
ク
な
ん

だ
ー
」
と
。
た
だ
し
芸
祭
マ
ジ
ッ
ク
で
成
就
し
た
カ
ッ

プ
ル
は
早
々
に
別
れ
る
と
い
う
ジ
ン
ク
ス
も
あ
る
。
結
婚

さ
れ
た
卒
業
生
も
い
る
の
で
、
個
人
的
に
は
、
別
れ
る

と
い
う
ジ
ン
ク
ス
は
否
定
し
た
い
と
思
う
。
そ
し
て
芸
術

祭
に
は
必
ず
雨
が
ふ
る
。
し
か
も
雨
と
い
う
よ
り
は
嵐
が

や
っ
て
く
る
。
三
日
間
の
芸
術
祭
の
う
ち
二
日
は
残
暑

き
び
し
く
、
残
り
一
日
と
前
日
は
荒
れ
模
様
と
い
う
の

が
ま
あ
、
定
番
の
天
気
で
あ
る
。
こ
の
天
気
は
ま
る
で

芸
祭
そ
の
も
の
。
混
沌
と
し
て
。
荒
々
し
い
く
せ
に
曖

昧
で
。
こ
れ
が
私
た
ち
の
祭
り
。

（
と
し
ま
・
ま
き
／
美
術
学
部
先
端
芸
術
表
現
科
三
年
・

前
年
度
芸
祭
委
員
長
）

御
輿
パ
レ
ー
ド
で
は
、
チ
ー
ム
ご
と
に
ユ
ニ

フ
ォ
ー
ム
を
作
る
。
今
年
は
協
賛
の
上
野
中

通
り
商
店
街
で
「
は
ぴ
こ
れ
２
０
０
１
　
秋

冬
」
と
題
し
て
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
の
コ
ン
テ
ス

ト
が
行
わ
れ
た

上野キャンパスのいたるところで音楽が奏でられ、アートが展示される。
写真はすべて2001年度芸術祭実行委員会提供（近藤圭・美術学部油画
2年／今関美晴・同学部日本画2年／小島瑞生・同前／安達祥子・油画
2年／勝俣由治・日本画2年）



Geidai Tanshin 芸大★短信
秋から冬への大学美術館 2001.11>>>2002.2

大
学
美
術
館
は
日
韓
文
化
交
流
展
と
し
て
二
人

展
を
開
催
す
る
（
朝
日
新
聞
社
と
共
催
）。

二
人
は
東
京
芸
術
大
学
美
術
学
部
（
前
身
東
京

美
術
学
校
）
の
先
輩
・
後
輩
に
あ
た
る
。
そ
も
そ
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平
山
郁
夫
・
金
興
洙
二
人
展

卒
業
証
書
が
結
び
つ
け
た
二
人
の
芸
術
家
の
縁

え
に
し

竹
内
順
一

﹇
デ
ザ
イ
ン
の
風
﹈展
生
活
の
用
・
生
活
の
美

美
の
本
質
的
な
機
能
は
、
生
活
に
奉
仕
す
る
こ
と
に
あ
る

大
藪
雅
孝

﹇
デ
ザ
イ
ン
の
風
﹈
展
は
、
二
十
一
世
紀
の
朝
を

告
げ
る
"
風
"
を
コ
ン
セ
プ
ト
に
、
戦
後
の
デ
ザ
イ

ン
美
術
を
集
大
成
し
た
展
覧
会
で
す
。
戦
後
か
ら

今
日
ま
で
、
各
分
野
で
活
躍
す
る
デ
ザ
イ
ナ
ー
た
ち

の
エ
ポ
ッ
ク
に
な
っ
た
作
品
を
網
羅
し
て
通
観
す

る
、
日
本
で
は
は
じ
め
て
の
、
か
つ
て
な
い
規
模
と

内
容
で
公
開
し
ま
す
。

長
い
歴
史
の
な
か
で
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
あ
ら

ゆ
る
も
の
づ
く
り
と
そ
の
表
現
は
、
す
べ
て
私
た
ち

の
「
生
活
の
用
」
に
応
ず
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

き
ま
し
た
。
"
用
"
即
ち
"
美
"
で
あ
り
デ
ザ
イ
ン

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
典
型

は
、
建
築
、
作
庭
、
工
芸
は
も
と
よ
り
、
仏
画
、

仏
像
は
礼
拝
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
ま
た
、
絵
巻
、

草
紙
、
肖
像
画
、
浮
世
絵
は
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ

ン
と
し
て
、
さ
ら
に
扇
面
画
や
屏
風
絵
、
障
壁
画

な
ど
が
あ
り
、
す
べ
て
"
用
"
を
も
つ
、
装
飾
工
芸

と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
装
飾
工
芸
と
い
う

概
念
は
、
日
本
で
は
十
九
世
紀
末
に
成
立
し
、
そ

の
歴
史
は
き
わ
め
て
浅
い
も
の
で
す
。
ち
な
み
に
、

西
洋
で
美
術
の
概
念
が
工
芸
と
区
別
さ
れ
た
の
は
、

一
八
八
八
年
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
以
来
で
す
。

装
飾
工
芸
は
、
絵
画
や
彫
刻
な
ど
"
用
"
の
制
約

や
拘
束
か
ら
は
な
れ
、
作
家
が
よ
り
自
由
に
独
創

的
世
界
を
構
築
す
る
純
粋
美
術
と
比
較
さ
れ
、
こ

れ
ま
で
"
用
"
の
た
め
に
"
美
"
の
純
粋
さ
を
欠
く

と
い
う
一
部
の
偏
見
に
よ
り
、
工
芸
の
美
、
デ
ザ

イ
ン
の
美
は
、
応
用
の
美
技
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
、
価
値
の
低
い
こ
と
を
言
外
に
含
ん
だ
、
工
芸

的
、
装
飾
的
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
人
が
生
活
を
営
み
始
め
て
以
来
、
日
本
の

美
術
に
は
、
絶
え
る
こ
と
の
な
い
装
飾
の
歴
史
が
あ

り
、
古
代
の
壁
画
、
仏
画
を
始
め
、
過
去
の
あ
ら

ゆ
る
美
し
い
も
の
は
工
芸
品
で
あ
り
、
今
で
言
う
デ

ザ
イ
ン
作
品
で
す
。
近
世
の
優
れ
た
障
壁
装
飾
画

群
を
み
て
も
、
装
飾
す
る
こ
と
が
、
本
来
の
工
芸

的
な
作
業
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。
こ
の

よ
う
に
、
日
本
の
美
の
理
念
は
、
抽
象
的
な
理
論

で
は
な
く
、
実
際
の
行
為
と
結
び
つ
い
て
生
ま
れ
ま

し
た
。
し
た
が
っ
て
美
の
本
質
的
な
機
能
は
、
生

活
に
奉
仕
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま

す
。一

八
九
六
年
（
明
治
二
九
年
）、
東
京
芸
術
大

学
の
前
身
、
東
京
美
術
学
校
「
圖
按
科
」
が
創
設

さ
れ
、
一
九
三
三
年
（
昭
和
八
年
）
に
は
、
工
芸

科
と
し
て
、
図
案
部
、
漆
工
部
、
鋳
金
部
、
彫
金

部
、
鍛
金
部
の
五
部
制
と
な
り
、
常
に
工
芸
と
図

案
は
一
体
感
を
保
ち
な
が
ら
歩
み
、
一
九
七
五
年

に
デ
ザ
イ
ン
科
が
新
設
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
現

在
に
至
る
百
有
余
年
の
そ
の
教
育
理
念
は
、
一
貫

し
て
、
高
い
造
形
力
の
基
礎
を
身
に
つ
け
、
社
会

状
況
や
技
術
の
変
化
に
対
応
し
う
る
美
的
文
化
の

創
造
力
を
養
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
き
ま
し
た
。
即

ち
"
用
"
と
"
美
"
の
融
合
こ
そ
、
デ
ザ
イ
ン
教
育

の
指
針
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
今
日
に
受
け
継
が
れ

て
き
て
い
ま
す
。
デ
ザ
イ
ン
は
、
ジ
ャ
ン
ル
の
垣
根

が
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
造
形
表
現
を
横
断
し

ま
す
。
デ
ザ
イ
ン
と
は
、
何
を
〈
意
〉、
誰
の
為
に

〈
用
〉、
何
を
も
ち
い
て
〈
材
〉、
ど
の
様
に
〈
技
〉、

を
総
合
的
に
構
築
す
る
こ
と
で
あ
り
、
デ
ザ
イ
ン
教

育
は
、
幅
広
い
造
形
表
現
が
あ
る
な
か
で
、
学
生

一
人
ひ
と
り
が
自
己
の
資
質
、
才
能
を
見
い
だ
せ

る
よ
う
、
そ
し
て
、
個
々
の
主
体
性
に
基
づ
く
専

門
性
が
発
揮
で
き
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
が
重
要
だ

と
考
え
て
い
ま
す
。
現
在
、
芸
大
の
デ
ザ
イ
ン
科

は
、
そ
の
よ
う
な
教
育
構
造
で
成
り
立
っ
て
い
ま

す
。会

場
の
展
示
構
成
は
、﹇
風
﹈
を
キ
ー
コ
ン
セ
プ
ト

と
し
て
、
四
つ
の
パ
ー
ト
で
展
開
し
て
い
き
ま
す
。

「
デ
ザ
イ
ン
の
風
１
　
日
本
美
術
の
源
流
」

こ
こ
で
は
、
日
本
の
デ
ザ
イ
ン
の
原
型
、
源
流
で

あ
る
芸
術
史
上
の
名
品
や
意
匠
家
の
作
品
を
回
顧

し
な
が
ら
、「
生
活
の
用
」
で
貫
か
れ
た
美
の
足
跡

を
た
ど
り
、
再
認
識
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

「
デ
ザ
イ
ン
の
風
２
　
デ
ザ
イ
ン
教
育
の
原
点
」

「
生
活
の
用
と
美
」
の
融
合
を
教
育
理
念
と
し
て

貫
き
進
め
て
き
た
、
東
京
美
術
学
校
図
案
部
か
ら

現
在
の
デ
ザ
イ
ン
科
ま
で
に
関
わ
っ
た
教
官
た
ち
の

作
品
が
展
示
公
開
さ
れ
ま
す
。

「
デ
ザ
イ
ン
の
風
３
　
デ
ザ
イ
ン
実
現
の
現
場
」

こ
の
会
場
で
は
、
こ
の
半
世
紀
余
の
芸
大
で
デ

ザ
イ
ン
を
学
び
卒
業
し
た
人
た
ち
を
中
心
に
、
そ
の

な
か
か
ら
社
会
に
新
た
な
"
風
"
を
吹
き
込
み
エ
ポ

ッ
ク
を
な
し
た
と
思
わ
れ
る
作
品
を
展
示
し
、
同
時

に
、
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
部
門
で
は
、
現
在
第
一
線
で

活
躍
中
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
に
よ
る
新
作
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク

を
公
開
し
ま
す
。

「
デ
ザ
イ
ン
の
風
４
　
映
像
の
劇
場
」

こ
こ
で
は
、
ア
ニ
メ
、
Ｃ
Ｍ
、
Ｍ
Ｖ
、
実
験
映

像
、
お
よ
び
空
間
照
明
、
フ
ラ
イ
ン
グ
・
ロ
ゴ
な

ど
が
楽
し
く
演
出
さ
れ
、
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
展
覧
会
の
目
的
は
、
と
か
く
近
代
美
術
史

の
上
で
、
純
粋
美
術
と
比
較
さ
れ
軽
視
さ
れ
が
ち

な
工
芸
美
術
を
、
"
デ
ザ
イ
ン
美
学
"
の
面
か
ら
ス

ポ
ッ
ト
を
あ
て
、
日
本
の
美
の
系
譜
を
見
詰
め
直

し
、
本
来
の
美
の
姿
が
、
人
間
に
奉
仕
す
る
「
生

活
の
用
」
で
あ
る
こ
と
の
提
起
に
あ
り
ま
す
。
社
会

に
奉
仕
す
る
宿
命
を
も
つ
デ
ザ
イ
ナ
ー
は
、
人
を
明

ら
か
に
せ
ず
無
銘
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
展
覧

会
を
通
し
戦
後
の
日
本
の
社
会
に
「
用
の
美
」
と

し
て
尽
く
し
て
き
た
多
く
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
た
ち
の
サ

イ
ン
を
明
か
し
"
デ
ザ
イ
ン
美
術
"
へ
の
理
解
を
促

す
機
会
と
し
て
、
ま
た
、
次
代
を
担
う
若
い
デ
ザ

イ
ナ
ー
た
ち
に
夢
と
希
望
を
あ
た
え
、
創
作
意
欲
を

か
き
た
て
る
機
会
と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま

す
。

（
お
お
や
ぶ
・
ま
さ
た
か
／
美
術
学
部
デ
ザ
イ
ン
科

教
授
）

［デザインの風］展展示風景



も
十
歳
以
上
も
年
の
離
れ
た
二
人
を
結
び
つ
け
た

の
は
、
一
枚
の
卒
業
証
書
で
あ
る
。

第
二
次
大
戦
（
太
平
洋
戦
争
）
に
か
か
る
一
九

三
八
年
か
ら
四
四
年
に
東
京
美
術
学
校
に
学
ん
だ

金
興
洙

キ
ム
・
フ
ン
ス

（
八
十
一
歳
）
は
、
学
徒
兵
に
志
願
し
な

か
っ
た
な
ど
の
理
由
で
正
式
な
卒
業
証
書
を
手
に

し
て
い
な
い
。
美
術
学
部
長
時
代
の
一
九
八
八
年

頃
、
平
山
郁
夫
は
こ
の
こ
と
を
聞
き
証
書
授
与
に

尽
力
し
、
こ
こ
か
ら
二
人
の
交
流
が
は
じ
ま
り
、
半

世
紀
遅
れ
で
実
現
し
た
。

金
興
洙
は
、
具
象
と
抽
象
表
現
を
一
つ
の
画
面

で
行
な
う
こ
と
を
提
唱
す
る
油
彩
画
家
で
あ
る
。

「
韓
国
の
幻
想
」（
一
九
七
九
年
）、「
戦
争
と
平
和

（
２
）」（
一
九
八
六
年
）
な
ど
の
大
作
の
代
表
作
が

あ
る
。

平
山
郁
夫
作
品
は
、「
バ
ー
ミ
ア
ン
の
大
石
仏
」

（
一
九
六
八
年
）
や
「
流
水
間
断
無
（
奥
入
瀬
渓

流
）」（
一
九
九
四
年
）
な
ど
の
ほ
か
に
ユ
ネ
ス
コ

登
録
世
界
遺
産
を
描
い
た
素
描
を
合
わ
せ
て
四
十

点
余
。
す
で
に
本
年
五
月
に
ソ
ウ
ル
の
「
芸
術
の

殿
堂
」（
ア
ー
ト
セ
ン
タ
ー
）
で
二
人
展
が
開
か
れ
、

好
評
を
博
し
た
。

（
た
け
う
ち
・
じ
ゅ
ん
い
ち
／
大
学
美
術
館
教
授
）
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展覧会予定
（2001.11～2002.2）

［デザインの風］展
DESIGN SPIRIT OF JAPAN
－生活の用・生活の美

会　期：10月6日（土）～11月25日（日）
月曜休館。ただし、10月8日は
開館し、翌9日は休館。

会　場：大学美術館本館
観覧料：一般1,200円　高・大生700円
主　催：東京芸術大学／読売新聞社
協　力：EPSON／大日本印刷／日本板

硝子／理想化学工業
お問い合わせ：
NTTハローダイヤル 03-3272-8600
http://www.geidai.ac.jp/museum/
http://www.yomiuri.co.jp/event/

東京芸術大学・
ソウル大学校美術大学
2001年工芸科学生交流展
会　期：11月11日（日）～11月18日（日）
会　場：大学美術館陳列館
入場無料
主　催：東京芸大美術学部／ソウル大学

校美術大学
10月7日から14日まで、本学の大学院
学生4名の韓国派遣に続き、ソウル大学
校美術大学から教官・学生8名を招き、
交流展とシンポジウムを開催するもの。
交流展にはソウル大より10名、本学よ
り大学院美術研究科2年30名の計40名
が出品し、11月13日（火）にシンポジ
ウムを開催。

［絵画空間01］展
会　期：11月25日（日）～12月9日（日）

月曜休館
会　場：大学美術館陳列館
入場無料
主　催：美術学部／大学美術館

原　正樹退官記念展・境界の彼方へ
－Beyond The Boundaries－
会　期：12月6日（木）～12月24日（月）

月曜休館。ただし、12月24日は
開館

会　場：大学美術館本館展示室1
入場無料
主　催：美術学部／大学美術館
1958年東京芸大美術学部金工科卒業。
76年美術学部講師、82年助教授、90
年教授。鋳金。

坂本一道退官記念展・
正方形と六角形の時
会　期：12月6日（木）～12月24日（月）

月曜休館。ただし、12月24日は
開館

会　場：大学美術館本館展示室3・4
入場無料
主　催：美術学部／大学美術館
1961年東京芸大美術学部専攻科修了。
76年美術学部講師、78年助教授、83
年教授。油画技法材料。

取手校地創作展
会　期：12月7日（金）～12月9日（日）
会　場：取手校地（茨城県取手市）
入場無料
主　催：美術学部
絵画・彫刻・工芸・デザイン科などの
取手校地に通学する美術学部1年生及
び先端芸術表現科学生に大学院有志学
生を加え、学生が自主的に企画・運営
する展覧会。

平山郁夫・金興洙二人展

会　期：1月8日（火）～2月11日（火）
1月19日・20日及び月曜休館。
ただし、1月14日、2月11日は開
館

会　場：大学美術館本館
観覧料：一般1,000円　高・大生600円
主　催：美術学部／朝日新聞社／駐日

韓国大使館文化院／東亜日報社

望月積・小松敏明退官記念展
会　期：1月10日（木）～1月27日（日）

1月19日・20日及び月曜休館。
ただし、1月14日は開館

会　場：大学美術館陳列館／取手館（茨
城県・取手市）

入場無料
主　催：美術学部／大学美術館
望月　積 1960年東京芸大美術学部
工芸科卒業。77年美術学部講師、83
年助教授、93年教授。環境造形デザイ
ン。
小松敏明 1960年東京芸大美術学部
工芸科卒業。74年美術学部助手、78
年講師、82年助教授、94年教授。機
能造形デザイン。

平成13年度卒業・修了制作展
会　期：2月21日（木）～2月26日（火）
会　場：大学美術館本館／陳列館／東京

都美術館（上野公園内）
入場無料
主　催：美術学部
平成13年度美術学部卒業予定者及び大
学院美術研究科修了予定者が、在学中
の制作・研究の成果を発表するもの。
通称「芸大卒展」。

「未来映像・音響の創作と双方向臨場
感通信を目的とした高品位Audio―
Visualの研究」成果発表会
12月19日（水） 第1回発表10:30～／
第2回13:30～／第3回15:00～

12月20日（木） 第4回発表10:30～／
第5回13:30～／第6回15:00～

12月21日（金） 第7回発表10:30～／
第8回13:30～／シンポジウム13:30
～／第9回15:00～

会　場：大学美術館陳列館
入場無料
主　催：大学美術館／

北陸先端科学技術大学院大学
北陸先端科学技術大学院大学の宮原
誠教授を代表とする5ヵ年共同研究の最
終成果を9回に渡り発表する。人が深い
感動を受ける心の用意ができるのは、
暗闇、静寂のaffordance 環境であると
し、これを実現するために開発した道
具を用いた創作を発表する。日本学術
振興会未来開拓学術研究推進事業。

※展覧会についてのお問い合わせ
東京芸術大学大学美術館
Tel. 03-5685-7755

※展覧会の紹介は、下記のウェブサイト
でもごらんになれます。
http://www.geidai.ac.jp/museum/

大学美術館概要
開館　　　1999年10月
基本設計　東京芸術大学施設課＋六角鬼丈
総合監修　六角鬼丈
実施設計　日本設計
敷地面積　3,860.71m2

建築面積　1,699.97m2

延床面積　8,719.76m2

階　　数　地下4階　地上4階
構　　造　鉄筋コンクリート造　

鉄骨鉄筋コンクリート造
一部鉄骨屋根

金興洙「韓国の幻想」1979年

平山郁夫「流沙浄土変」1976年
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〈
兎
追
い
し

か
の
山
　
小
鮒
釣
り
し

か
の
川

…
…
〉

今
や
兎
を
追
い
か
け
ら
れ
る
野
山
も
、
小
鮒
の
釣

れ
る
川
も
、
身
近
に
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
し
ま

っ
た
。
し
か
し
こ
の
歌
を
口
に
す
る
と
、
誰
で
も
ほ

の
ぼ
の
と
あ
た
た
か
い
懐
か
し
さ
が
胸
一
杯
に
広
が

る
こ
と
だ
ろ
う
。

〈
し
ば
し
も
休
ま
ず

槌
打
つ
響
き

飛
び
散
る

火
花
や

走
る
湯
玉
…
…
〉

こ
の
歌
は
鍛
冶
屋
と
い
う
商
売
が
な
く
な
っ
た
理

由
な
ど
で
、
音
楽
の
教
科
書
か
ら
消
え
て
久
し
い
。

そ
し
て
、
今
ま
た
「
荒
城
の
月
」
を
削
除
し
よ
う

と
す
る
意
見
と
、
そ
れ
に
対
す
る
反
論
と
が
ぶ
つ
か

り
あ
っ
て
い
る
と
聞
く
。
た
し
か
に
、
明
治
時
代
の

漢
詩
・
漢
語
を
主
体
と
し
た
文
語
で
作
詞
さ
れ
て

い
る
た
め
、
今
の
生
徒
に
は
、
先
生
の
解
説
な
し

で
は
理
解
が
難
し
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
こ

の
名
曲
が
消
え
て
い
っ
て
良
い
、
と
い
う
こ
と
に
は

な
ら
な
い
。

文
明
、
近
代
化
…
…
と
い
っ
た
言
葉
の
も
と
に
、

私
た
ち
は
一
体
ど
れ
だ
け
過
去
の
宝
物
を
失
っ
て
き

た
こ
と
だ
ろ
う
か
。
詩
人
た
ち
の
魂
か
ら
紡
ぎ
出
さ

れ
た
言
葉
に
、
作
曲
家
た
ち
が
心
血
を
注
い
で
音

の
装
い
を
凝
ら
し
た
歌
曲
。
私
は
日
本
人
の
心
と

も
言
う
べ
き
日
本
歌
曲
を
、
大
切
に
受
け
継
い
で

い
き
た
い
と
切
に
願
っ
て
い
る
。「
荒
城
の
月
」
誕

生
か
ら
百
年
、
こ
れ
ま
で
生
ま
れ
た
、
優
れ
た
日
本

歌
曲
の
す
べ
て
を
網
羅
す
る
こ
と
は
か
な
わ
な
い
ま

で
も
、
四
夜
に
わ
た
る
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
"
う
た
"
シ

リ
ー
ズ
１
「
日
本
歌
曲
の
流
れ
」
に
よ
っ
て
、
大

き
な
潮
流
を
俯
瞰
す
る
こ
と
は
、
意
義
あ
る
こ
と
と

思
う
。

二
○
○
二
年
か
ら
は
、
オ
ペ
ラ
の
ア
リ
ア
・
ア
ン

サ
ブ
ル
、
ド
イ
ツ
歌
曲
、
イ
タ
リ
ア
歌
曲
等
の
演
奏

会
が
"
う
た
"
シ
リ
ー
ズ
２
と
し
て
展
開
さ
れ
る
。

"
う
た
"
を
愛
す
る
皆
様
の
多
大
な
ご
支
援
を
、

声
楽
科
一
同
心
か
ら
お
願
い
申
し
上
げ
る
次
第
で

あ
る
。

（
さ
ん
ば
や
し
・
て
る
お
／
音
楽
学
部
声
楽
科
教
授
）

"
う
た
"
シ
リ
ー
ズ
１

日
本
歌
曲
の
流
れ

失
っ
て
は
い
け
な
い「
過
去
の
宝
物
」の
数
か
ず

三
林
輝
夫

本
学
の
定
期
演
奏
会
は
、
大
学
オ
ケ
・
学
生
オ

ケ
・
声
楽
・
オ
ペ
ラ
・
室
内
楽
の
公
演
等
、
洋
楽

系
の
教
官
・
学
部
生
・
院
生
が
主
に
演
奏
を
行
な

う
一
方
、
日
本
音
楽
を
総
括
す
る
邦
楽
科
も
一
九

五
三
年
（
昭
和
二
十
八
年
）
以
降
毎
年
定
期
演
奏

会
を
開
催
し
て
い
る
。
し
か
も
当
時
か
ら
邦
楽
定

期
演
奏
会
の
場
合
教
官
と
学
生
が
、「
同
じ
舞
台
を

通
し
て
の
教
育
」
を
最
も
重
要
な
も
の
に
し
、
そ

の
教
育
を
貫
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

美
風
と
も
言
え
る
が
、
実
際
学
生
に
教
え
て
、
な

お
と
も
に
演
奏
す
る
と
い
う
こ
と
は
教
え
る
側
の
試

練
で
あ
る
と
同
時
に
、
大
所
に
お
い
て
邦
楽
の
大

切
な
要
因
を
過
不
足
な
く
補
い
得
る
機
会
と
な
っ

て
い
る
。
当
時
教
官
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
邦
楽
界

の
巨
星
に
学
ん
だ
卒
業
生
の
多
く
は
、
そ
の
後
の

邦
楽
を
、
よ
り
高
度
な
レ
ベ
ル
に
向
上
さ
せ
今
日

芸
大
定
期
邦
楽

第
六
十
三
回
演
奏
会

難
解
な
邦
楽
の
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
す
る

増
渕
任
一
朗

Geidai Tanshin 芸大★短信
秋から冬への奏楽堂 2001.11>>>2002.2

芸大定期邦楽第62回演奏会より
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演奏会予定
（2001.11～2002.2）

11月 1日（木）
平成13年度東京芸術大学音楽学部
附属音楽高等学校定期演奏会
18:00開演　　入場無料（要、整理券）
［曲目］第1部　邦楽合奏

糸竹参声（増渕任一朗）／岡康
砧（岡康小三郎）／琉球民謡に
よる組曲（牧野由多可）／嵯峨
の秋（菊末検校）
第2部　オーケストラ
バレエ音楽「ガイーヌ」より「剣の
舞」（ハチャトゥリアン）／ピアノ
協奏曲第1番変ホ長調（リスト）／
ミサ曲第6番変ホ長調D.950より
「キリエ」「グローリア」（シューベ
ルト）／交響曲第2番ニ長調Op.36
（ベートーヴェン）

［指揮］田中良和・鈴木織衛
［出演］ピアノ：佐藤卓史（3年） 管弦

楽・合唱:附属音楽高等学校生徒
他

11月 7日（水）
室内楽特別演奏会～ハイドン弦楽四
重奏曲全曲演奏シリーズその3～（第1
夜）
18:30開演　　1,300円（自由席）
［曲目］協奏交響曲変ロ長調Hob.Ⅰ:105

（ハイドン）／十字架上のキリス
トの七つの言葉（管弦楽版）（ハ
イドン）

［出演］ヴァイオリン：甲斐魔耶／チェロ:
福富祥子／オーボエ：板谷宏
美／ファゴット：岩佐雅美
管弦楽:教官と学生によるオーケ
ストラ 主宰：岡山潔

［演出］實相寺昭雄
［語り］寺田農

11月 9日（金）
室内楽特別演奏会～ハイドン弦楽四
重奏曲全曲演奏シリーズその3～（第2
夜）
18:30開演　　1,300円（自由席）
［曲目］弦楽四重奏曲ヘ長調Hob.Ⅲ:48

「夢」（ハイドン）／十字架上のキ
リストの七つの言葉（弦楽四重奏
版）（ハイドン）

［出演］ヴァイオリン：松原勝也・岡山
潔／ヴィオラ：菅沼準二／チェ
ロ：河野文昭

［演出］實相寺昭雄
［語り］寺田農

11月22日（木）
芸大定期オーケストラ第296回
"合唱付き"
18:30開演　　1,800円（自由席）
［曲目］オラトリオ「エリア」（F.メンデ

ルスゾーン）
［ソリスト］馬原裕子・永崎京子・小

史子（ソプラノ）／木下泰子・
在田恭子・枝野朝子（アル
ト）／岡田尚之・児玉和弘（テ
ノール）／佐々木直樹・藪内俊
弥・小野和彦（バス）

［指揮］エルヴィン・オルトナー
［合唱］音楽学部声楽科学生
［管弦楽］管弦楽研究部

11月11日（日）
ウィーン国立音大と芸大生による室内
楽コンサート
14:00開演　　入場無料
［曲目］弦楽三重奏曲c-moll Op.9-3（ベ

ートーヴェン） 他

11月27日（火）
芸大定期吹奏楽第67回
18:30開演　　1,300円（自由席）
［曲目］世界三大マーチ集（Ⅲ）：美中

の美（J.P.スーザ）／ウィーンは
いつもウィーン（J.H.シュランメ
ル）／ハンガリア行進曲（H.ベル
リオーズ）／ロメオとジュリエッ
ト（P.チャイコフスキー）／吹奏
楽のためのシュピール（E.トッ
ホ）／ハイドンの主題による変奏
曲作品56（J.ブラームス）／リン
カーンシャーの花束（P.グレンジ
ャー）

［指揮］ゲルノート・シュマルフス
［演奏］音楽学部管打楽器専攻学生

11月29日（木）
うた"シリーズ１ 日本歌曲の流
れ　第三夜

18:30開演　　1,300円（自由席）
［曲目］山田一雄〈もう直き春になるだろ

う〉／高田三郎〈「ひとりの対話」
より くちなし 他〉／石渡日出
夫〈汚れっちまった悲しみに，鹹
湖〉／伊福部昭〈「ギリヤーク族
の古き吟誦歌」より 熊祭りに行
く人を送る唄〉／間宮芳生〈南
部牛追唄〉／早坂文雄〈うぐい
す〉／石桁眞礼生〈ふるさとの,
鴉　他〉／別宮貞雄〈さくら横
ちょう，「淡彩抄」 よりほ
たる 他〉／柴田南雄〈「優しき
歌」より 爽やかな五月に，さび
しき野辺〉／畑中良輔〈秋の空，
花林〉／大中恩〈しぐれに寄する
抒情，昨日いらっしって下さい〉

［出演］三林輝夫、伊原直子、平野忠彦、
永井和子、佐々木典子、高橋修
一、高橋啓三、三縄みどり、大
島洋子、平松英子、日比啓子、
福井敬、大学院声楽専攻学生

11月30日（金）
芸大定期 オーケストラ第297回～学
生オーケストラ演奏会～
18:30開演　　1,300円（自由席）
［曲目・出演］ピアノ協奏曲ト長調（ラヴ

ェル） ピアノ:日下知奈　指揮:
松尾葉子／スペイン狂詩曲（ラヴ
ェル） 指揮：小田野宏之／歌
劇「ラ・ボエーム」第3幕より
「四重唱」（プッチーニ） 松岡万
希，王真紀（ソプラノ） ・志
田雄啓（テノール）・宮本益光
（バリトン）指揮：田中良和／ロ
ーマの松（レスピーギ） 指揮：
田中良和

［管弦楽］音楽学部学生オーケストラ

12月4日（火）
芸大定期邦楽第63回

18:30開演　　1,800円（自由席）
［曲目］箏曲「編曲　都の春」／尺八

「衆籟」／箏曲「防人の歌」／日
舞・長唄・清元・邦楽囃子「春
夏秋冬」／能楽「船弁慶」

［出演］各講座の教官及び学生

12月12日（水）
第51回メサイア公演
歳末助け合いチャリティコンサート
［会場：東京文化会館大ホール］
18:30開演　　3,500円（A席）／2,500
円（B席）／1,500円（C席）

［曲目］メサイア（G.F.ヘンデル）
［ソリスト］音楽学部学生および大学院音

楽研究科学生
［指揮］小泉ひろし
［管弦楽］管弦楽研究部
［主催］朝日新聞、朝日新聞東京厚生文

化事業団
［協力］音楽学部
［チケット販売］銀座プレイガイド、東京

文化会館チケットサービス03-
5815-5452

12月15日（土）
うた"シリーズ1 日本歌曲の流
れ　第四夜

15:00開演　　1,300円（自由席）
［曲目］中田喜直〈「六つの子供の歌」よ

り風の子供，おやすみ 他／團伊
玖磨〈「五つの断章」より 舟歌，
朝明 他〉／小林秀雄〈瞳，落葉
松，演奏会用アリア「すてきな春
に」〉／湯山昭〈木犀のセレナー
デ，たにし辛み唄〉／林光〈「四
つの夕暮の歌」より 誰があかり
を消すのだろう 他〉／浦田健次
郎〈「八木重吉の詩による六つの
うた」より 素朴な琴　他〉／三
善晃〈「聖三稜波璃」より いの
り，青空に 他〉

［出演］朝倉蒼生、伊原直子、三林輝夫、
嶺貞子、林康子、永井和子、渡
邊明、大島洋子、高丈二、大学
院声楽専攻学生

12月21日（金）
第21回台東第九公演（台東第九公演
実行委員会主催）
19:00開演　　2,000円（自由席）
［曲目］交響曲第9番ニ短調作品125「合
唱付き」（ベートーヴェン）
［ソリスト］小高史子（S），小野和歌子（A）、

志田雄啓（T）、原田圭（Br）
［指揮］尾高忠明
［管弦楽］管弦楽研究部
［合唱］台東区民合唱団
※お問い合わせ先
03-5246-1441 台東区教育委員会

2月12日（火）
芸大定期室内楽第28回　第1夜
18:30開演　　1,300円
［曲目］未定　［出演］未定

2月13日（水）
芸大定期室内楽第28回　第2夜
18:30開演　　1,300円
［曲目］未定　［出演］未定

※演奏会の曲目・出演者については、変
更することがあります。

※本学には駐車場はありませんので、お
車でのご来場はご遠慮ください。

※チケットの取り扱い
チケットぴあ03-5237-9990／東京文化
会館チケットサービス03-5815-5452／
東京芸大大学美術館ミュージアムショ
ップ（大学構内）

※上記の演奏会の他、「木曜コンサート」
（会場：上野公園内旧東京音楽学校奏
楽堂）「学内演奏会」の日程について
は、下記にお問い合わせください。

※チケット・演奏会等のお問い合わせ先
音楽学部演奏係　03-5685-7700

※演奏会予定は、下記のウェブサイトで
もごらんになれます。
http://www.geidai.ac.jp/

奏楽堂概要

開　館　　1998年4月
設　計　　東京芸術大学施設課　(株)岡田新一設計

事務所
音響設計協力　(株)永田音響設計

形　状　　シューボックスタイプ
座席数　　1,140席（1階956席、バルコニー席184

席、オーケストラピット使用時1,018席）
残響時間　1.7～2.4秒（天井可変装置により変更可能）
舞台機構　可変天井（客席部天井3分割、可変高さ

最低10.8ｍ～最高15.8m
主舞台（13.5m×21.4m、開口幅19.8ｍ）
オーケストラピット（4.8m×18m、2分
割、4管編成対応、昇降手摺、前舞台と
して使用可能）
幕類、バトン類、迫り（ひな段、道具迫
り）、可動プロセニアム
各種照明設備、各種音響設備、各種舞台
映像設備

パイプオルガン フランス、ガルニエ社製
（3手鍵盤、足鍵盤、76ストップ）

楽　屋　　8屋。その他、スタッフルーム、楽器庫、
調光室、音響調整室等

に
至
る
こ
と
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
有
史
以
来
の
根
本
を
継
続
し
続
け

て
ゆ
く
邦
楽
定
期
演
奏
会
の
演
奏
内
容
に
つ
い
て

今
日
、
学
生
が
多
様
化
し
て
い
る
状
況
で
は
、
更

に
精
密
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
や
演
奏
・
教
育
等
多
方

面
の
コ
ー
ス
を
整
備
し
な
が
ら
国
際
的
な
受
け
入
れ

も
含
め
演
奏
内
容
を
よ
り
豊
か
に
し
、
し
か
も
高
め

て
ゆ
く
こ
と
が
私
た
ち
邦
楽
科
教
官
の
使
命
と
言

え
る
。

現
在
、
邦
楽
定
期
演
奏
会
に
配
さ
れ
る
プ
ロ
グ

ラ
ム
は
、
古
典
・
現
代
（
創
作
）
の
整
合
が
大
変

良
い
も
の
で
、
難
解
な
邦
楽
の
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
す

る
上
に
お
い
て
、
本
学
の
邦
楽
定
期
演
奏
会
は
大

き
く
貢
献
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
新
た
な
邦

楽
人
口
を
得
る
最
先
端
の
発
信
基
地
が
芸
大
・
邦

楽
に
な
り
つ
つ
あ
る
現
実
を
も
直
視
し
な
が
ら
、
教

官
が
互
い
の
ジ
ャ
ン
ル
を
越
え
る
真
の
ア
ン
サ
ン
ブ

ル
を
確
立
す
る
た
め
、
学
生
と
と
も
に
演
奏
研
究

を
重
ね
る
日
々
を
過
ご
し
て
い
る
こ
と
を
こ
の
機
会

に
記
し
て
お
き
た
い
。

（
ま
す
ぶ
ち
・
じ
ん
い
ち
ろ
う
／
音
楽
学
部
邦
楽
科

教
授
）

"
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