
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

5

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

遠山敦子
とおやま・あつこ

文部科学大臣
1962年東京大学法学部卒業。
文化庁次長、文部省高等教育局長、文化庁長
官、駐トルコ共和国特命全権大使、
国立西洋美術館館長、独立行政法人国立美術
館理事長ほかを歴任。
01年4月より現職。
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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


