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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」
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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
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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
。
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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）


