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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）
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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


