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美
術
教
育
の
国
際
化
、
音
楽
教
育
の
国
際
化

司
会

今
日
お
集
ま
り
い
た
だ
い
た
先
生
方
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
分
野
で
国
際
的
な
高
い
評
価
を
受
け
て
い
ら
し
て
、
し
か

も
海
外
で
の
経
験
が
た
く
さ
ん
お
あ
り
に
な
る
。
ア
ー
テ
ィ

ス
ト
で
あ
り
教
育
者
で
あ
る
皆
さ
ん
に
、
芸
大
と
国
際
社
会
、

個
人
の
創
作
活
動
と
国
際
社
会
の
関
係
に
つ
い
て
、
お
話
し

い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

鈴
木
雅
明

西
洋
音
楽
を
演
奏
す
る
部
門
に
関
し
て
い
え
ば
、

今
ま
で
は
ず
っ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
学
び
習
う
こ
と
が
最
終
目

的
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
芸
大
で
勉
強
し
た
人
は
成
績
の
い

い
人
ほ
ど
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
行
っ
て
し
ま
う
。
芸
大
で
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ワ
ー
ル
の
予
備
軍
を
教
育
し

て
い
る
よ
う
な
状
況
が
ず
っ
と
あ
り
ま
し
た
。
一
方
で
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
か
ら
芸
大
に
学
び
に
来
る
人
は
、
現
状
で
は
ご
く

芸術表現にとって〈国際化〉とは何だろうか。
芸術の価値は、普遍的であるとともに、国家・個人・民族のアイデンティティも大きな意味を持つ。
国際的舞台で活躍し、内外の芸術教育にも見識をもつ、4人の教官が語る。

座談会

グローバル社会と
芸術文化創造

と対話する

川俣正（美術学部教授）
島田文雄（美術学部助教授）
鈴木雅明（音楽学部助教授）
若杉弘（演奏芸術センター教授）
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わ
ず
か
で
す
。
今
後
も
ア
ジ
ア
か
ら
の
留
学
生
が
増
え
る
可

能
性
は
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
欧
米
の
人
が
日
本
に
来
て
西
洋

音
楽
を
学
ぶ
と
い
う
状
況
が
こ
な
い
か
ぎ
り
、
ほ
ん
と
う
の

国
際
化
と
は
い
え
な
い
で
し
ょ
う
。

た
だ
ア
メ
リ
カ
人
で
日
本
で
勉
強
し
た
い
と
い
う
人
が
い

て
も
、
制
度
や
ス
カ
ラ
シ
ッ
プ
の
面
で
、
日
本
人
が
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
に
行
く
ほ
ど
に
は
メ
リ
ッ
ト
が
多
く
な
い
。
芸
大
と
日

本
が
さ
ら
に
国
際
化
し
て
、
留
学
生
が
増
え
て
い
く
に
は
、

個
人
的
な
教
育
レ
ベ
ル
だ
け
で
は
な
く
西
洋
音
楽
を
学
ぶ
社

会
的
環
境
や
、
経
済
的
な
レ
ベ
ル
も
含
め
た
全
体
的
な
価
値

が
上
が
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

川
俣
正

芸
大
が
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
レ
ベ
ル
の
大
学

に
な
り
う
る
に
は
、
留
学
生
や
提
携
校
の
数
、
大
学
シ
ス
テ

ム
の
問
題
以
前
に
、
教
官
自
体
の
国
際
化
が
ま
ず
必
要
だ
と

思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
国
際
的
な
作
家
だ
か
ら
い
い
先
生
か

ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
あ
る
い
は
、
い
い
先
生
だ
か
ら
国

際
的
な
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
通
常
外
国
の
大
学
で
は
、

そ
こ
の
大
学
で
教
え
て
い
る
教
官
の
質
で
、
学
生
が
集
ま
る

わ
け
で
す
。
芸
大
の
教
官
の
レ
ベ
ル
を
国
際
的
に
す
る
以
外

に
な
い
と
思
い
ま
す
。

若
杉
弘

美
術
学
部
の
担
っ
て
い
る
教
育
は
、
絵
画
、
彫

塑
、
塗
り
物
と
日
本
古
来
の
芸
術
が
進
化
し
、
発
展
を
支

え
て
き
た
も
の
で
す
。
一
方
、
西
洋
音
楽
の
場
合
、
外
国
で
生

ま
れ
育
く
ま
れ
て
明
治
以
降
に
受
容
し
た
芸
術
を
扱
っ
て
い

る
の
で
、
ど
う
し
て
も
、
追
い
つ
き
追
い
越
せ
と
い
う
気
持

ち
が
あ
る
。
す
る
と
、
ど
う
し
て
も
海
外
か
ら
学
生
を
受
け

入
れ
る
よ
り
も
、
送
り
出
す
ほ
う
に
ウ
ェ
イ
ト
が
か
か
っ
て

し
ま
う
。

た
だ
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
音
楽
学
部
に
は
邦
楽
科

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
日
本
の
伝
統
音
楽
芸
術
で
、
海
外
に

も
習
い
た
い
と
い
う
人
が
い
る
。
東
京
芸
術
大
学
に
は
、
立

派
な
先
生
方
が
集
ま
っ
て
お
ら
れ
て
、
日
本
に
来
な
け
れ
ば

流
儀
が
教
わ
れ
な
い
邦
楽
科
が
あ
る
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
し
て

い
く
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

特集 大学は世界
芸術を通した国際交流には無限の可能性がある。
これまでも豊かな成果を実らせ、グローバル化のなかで今後もさらに期待される、
東京芸術大学の国際的活躍を紹介する。
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島
田
文
雄

陶
芸
の
場
合
、
世
界
の
中
で
日
本
は
主
導
的

な
立
場
に
あ
り
ま
す
。
使
う
食
器
に
多
様
性
が
あ
る
上
に
、

焼
き
物
好
き
の
多
く
の
人
に
支
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

諸
外
国
に
は
焼
き
物
を
愛
で
る
と
い
う
気
持
ち
は
強
く
あ
り

ま
せ
ん
の
で
、
外
国
の
陶
芸
家
が
、
一
カ
月
な
り
二
カ
月
、

日
本
の
窯
元
で
過
す
と
、
こ
こ
は
天
国
だ
と
言
い
ま
す
。
信

楽
や
瀬
戸
で
焼
き
物
を
焼
い
た
人
た
ち
が
、
ア
メ
リ
カ
に
帰

り
「
日
本
で
は
こ
う
だ
っ
た
」
と
報
告
す
る
と
、
留
学
を
考

え
て
い
る
人
に
は
ひ
と
つ
の
サ
ジ
ェ
ス
チ
ョ
ン
に
な
る
。
で

す
か
ら
陶
芸
科
で
は
、
姉
妹
校
提
携
し
て
い
る
大
学
か
ら

短
期
派
遣
や
招
聘
の
要
望
が
非
常
に
多
く
て
、
交
通
整
理

し
な
が
ら
断
っ
て
い
る
よ
う
な
状
況
で
す
。

鈴
木

ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
は
本
来
西
洋
に
根
ざ
し
た
も
の
で

す
が
、
価
値
が
多
様
化
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
も
の
だ
と
い
う

認
識
が
強
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
特
に
私
が
や
っ
て
い
る

古
楽
は
、
十
八
世
紀
以
前
の
楽
器
を
再
現
し
て
使
い
、
そ

の
演
奏
法
は
二
十
世
紀
の
半
ば
に
出
て
き
た
も
の
な
の
で
、

日
本
人
と
他
の
国
の
人
た
ち
は
、
ほ
ぼ
一
緒
に
ス
タ
ー
ト
ラ

イ
ン
に
つ
い
た
。

し
か
も
、
十
九
世
紀
以
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
と
は
異

な
る
価
値
観
を
打
ち
出
し
た
い
と
い
う
共
闘
精
神
が
あ
る
も

の
で
す
か
ら
、
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
絆
が
強
い
の
で
す
。

世
界
の
バ
ロ
ッ
ク
・
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
に
、
十
カ
国
以
上
の
人

が
集
ま
っ
て
い
る
の
は
当
た
り
前
で
す
。
古
楽
の
世
界
で
は
、

非
常
に
不
思
議
な
国
際
化
が
進
ん
で
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ

う
。

川
俣

美
術
の
場
合
、
作
者
の
国
籍
や
出
身
地
を
、
表
現

の
中
に
ひ
き
ず
る
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
。
自
分
の
育
っ
た

文
化
を
出
さ
な
い
か
ぎ
り
、
作
家
と
し
て
表
現
の
レ
ベ
ル
に

達
し
な
い
と
思
い
込
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
超
え
た

と
き
に
、
は
じ
め
て
国
籍
や
出
身
地
と
関
係
の
な
い
個
人
の

表
現
レ
ベ
ル
に
達
す
る
。
だ
か
ら
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
、

国
際
化
と
い
う
の
は
、
国
を
超
え
た
と
こ
ろ
、
国
が
消
え
た

と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

小
澤
征
爾
さ
ん
が
語
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
日
本
人
が
西

洋
音
楽
を
指
揮
す
る
こ
と
に
偏
見
な
ど
な
く
「
小
澤
の
音

を
聴
き
た
い
、
指
揮
を
見
た
い
」
と
い
う
こ
と
で
聴
き
に
く

る
ん
で
す
ね
。

鈴
木

私
の
友
達
で
「
小
澤
征
爾
っ
て
日
本
人
だ
っ
た
の

か
」
っ
て
言
っ
た
人
が
い
ま
す
。
小
澤
さ
ん
に
か
ぎ
ら
ず
、

武
満
徹
と
か
若
杉
さ
ん
を
、
ど
こ
の
国
の
人
で
あ
る
か
を
知

ら
な
い
の
で
す
。
我
々
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
日
本
語
で
話
す

こ
と
が
な
い
で
す
か
ら
国
を
意
識
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

だ
か
ら
国
際
化
と
い
う
言
葉
自
体
が
す
で
に
お
か
し
い
と
思

う
の
で
す
。

グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

島
田

芸
大
に
学
び
に
来
た
先
生
た
ち
の
ル
ー
ト
が
あ
り
ま

し
て
、
五
年
前
く
ら
い
か
ら
、
ト
ル
コ
、
中
国
、
韓
国
、

ア
メ
リ
カ
で
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
毎
年
や
っ
て
い
ま
す
。
そ

れ
を
学
生
が
各
国
十
人
く
ら
い
ず
つ
合
流
し
て
五
十
〜
六

十
人
で
一
緒
に
焼
き
物
を
や
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
先
生
た

ち
が
、
自
分
の
国
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
表
現
し
あ
い
ま
す
。
そ

こ
で
見
え
て
く
る
の
は
、
韓
国
は
韓
国
で
独
自
の
陶
芸
文

化
が
あ
る
、
ト
ル
コ
に
も
ペ
ル
シ
ャ
陶
器
が
あ
る
わ
け
で
す
。

そ
う
い
う
独
自
の
文
化
と
技
術
を
大
事
に
し
た
ほ
う
が
い
い

ん
じ
ゃ
な
い
か
。

た
だ
韓
国
の
現
状
は
、
ア
メ
リ
カ
ナ
イ
ズ
さ
れ
た
先
生
た

ち
が
陶
芸
を
教
え
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
、
韓
国
の
特
色
を

も
っ
た
教
育
が
な
い
の
は
非
常
に
残
念
で
す
。
中
国
も
、
欧

米
か
ら
い
ろ
い
ろ
吸
収
し
て
、
陶
芸
文
化
を
再
生
さ
せ
よ
う

と
し
て
い
ま
す
。
景
徳
鎮
を
は
じ
め
と
す
る
す
ば
ら
し
い
文

化
的
土
壌
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
に
発
信
す
る
こ
と

も
必
要
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

川
俣

個
々
の
地
域
性
や
文
化
的
背
景
を
、
自
国
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
武
器
と
し
て
紹
介
す
る
の
は
少
し
危
険
だ

と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
日
本
人
、
日
本
文
化
で
言
え
ば

エ
キ
ゾ
テ
ィ
ズ
ム
や
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
い
う
括
り
方
を

簡
単
に
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
み
た
い

な
も
の
が
ま
だ
ど
こ
か
に
あ
る
。

だ
か
ら
日
本
人
が
西
洋
音
楽
に
取
り
組
む
こ
と
に
コ
ン
プ

レ
ッ
ク
ス
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
ち
ょ
っ
と
違
う
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
西
洋
音
楽
の
ル
ー
ツ
が
日
本
に
は
な

い
と
積
極
的
に
認
め
る
べ
き
だ
と
思
う
の
で
す
。
美
術
で
も

黒
田
清
輝
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
持
ち
帰
っ
た
油
画
が
、
芸
大

で
専
攻
で
き
ま
す
が
、「
日
本
画
の
ほ
う
が
日
本
文
化
を
背

景
に
し
て
い
る
か
ら
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
が
あ
る
」
と
い
う
文

化
保
存
学
的
な
捉
え
方
も
あ
り
ま
す
が
、
文
化
と
い
う
の
は

い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
ク
ロ
ス
し
て
そ
の
中
で
出
て
く
る
も
の

で
す
。
だ
か
ら
国
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
う
の
を
、
ど

こ
ま
で
純
粋
な
も
の
と
し
て
、
把
握
で
き
る
の
か
疑
問
で
す

ね
。

鈴
木

様
式
と
い
う
の
は
畢
竟
個
人
の
も
の
だ
と
思
う
の
で

す
。
私
が
バ
ッ
ハ
を
演
奏
す
る
と
き
に
は
、
バ
ッ
ハ
に
も
っ

と
も
ふ
さ
わ
し
い
演
奏
を
し
た
い
と
思
う
わ
け
で
す
。
日
本

人
と
し
て
と
か
、
芸
大
の
教
官
と
し
て
と
か
は
関
係
な
く
、

自
分
の
中
で
ベ
ス
ト
の
状
態
を
つ
く
り
出
し
た
い
。
と
こ
ろ

が
、
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
や
は
り
日
本
人
で
あ
る
こ
と
か
ら

は
出
て
い
な
い
。
こ
の
時
代
に
こ
う
い
う
環
境
に
生
き
て
い

る
、
歴
史
の
流
れ
か
ら
は
出
ら
れ
な
い
わ
け
で
す
。

私
の
バ
ッ
ハ
の
演
奏
を
聴
い
て
「
日
本
人
だ
か
ら
墨
絵

川俣　正
かわまた・ただし

美術学部先端芸術表現科教授・美術家
1953年北海道生まれ。東京芸術大学大学院修
了。
77年より表現活動をはじめ、82年ベネツィ
ア・ビエンナーレ、87年ドクメンタ8、97年ミ
ュンスター彫刻プロジェクトなど、国内外の展
覧会に多数参加。近年はプロジェクト〈ワー
ク・イン・プログレス〉を展開。01年には水
戸芸術館で大規模な個展「川俣正　デイリー
ニュース」が開催された。
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の
影
響
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
海
外
の
批
評
家
が

い
ま
し
た
。
線
的
な
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
な
も
の
が
、
墨
絵
と

関
係
が
あ
る
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。
私
は
墨
絵
を
深
く
鑑

賞
し
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
か
ら
見
れ
ば

共
通
点
が
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
日
本
人
で
あ
る
こ
と
を

否
定
は
し
な
い
し
、
そ
の
よ
う
に
振
る
舞
お
う
と
も
し
て
い

ま
せ
ん
が
、
自
分
の
価
値
観
は
ど
こ
か
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な

も
の
と
日
本
的
な
も
の
が
、
混
合
し
て
い
る
と
い
う
の
で
し

ょ
う
か
。

川
俣

一
方
で
、
国
家
の
ル
ー
ツ
を
断
ち
切
ら
れ
た
デ
ィ
ア

ス
ポ
ラ
（
離
散
者
た
ち
）
の
も
つ
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
取

り
方
に
は
、
マ
ル
チ
カ
ル
チ
ャ
ー
的
な
部
分
が
あ
る
と
思
う

の
で
す
。
ど
こ
に
自
分
の
存
在
価
値
や
存
在
理
由
が
あ
る

か
わ
か
ら
な
い
彼
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
表
現
に
出
て

き
た
と
き
、
単
一
な
整
合
性
の
あ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
以

上
に
、
複
雑
な
国
の
文
化
が
絡
み
合
っ
て
非
常
に
お
も
し

ろ
い
も
の
が
出
て
く
る
と
思
う
。

若
杉

音
楽
の
中
で
も
作
曲
と
い
う
創
作
分
野
は
、
美
術

学
部
の
先
生
方
が
目
指
し
て
考
え
て
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
に
直

結
す
る
の
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
我
々
の
指
揮
や
演
奏
の
仕

事
は
再
現
芸
術
で
あ
っ
て
、
楽
聖
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
偉
大

な
作
曲
家
が
す
で
に
呈
示
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
、
響
き
に
変

え
て
、
お
客
様
に
届
け
る
仲
介
業
者
な
の
で
す
。
そ
の
と
き

に
は
自
分
が
日
本
人
な
ん
て
全
然
意
識
し
て
い
な
い
。
自

分
と
作
品
・
作
家
と
の
対
話
で
あ
っ
て
、
演
奏
す
る
と
き

に
は
す
で
に
自
分
は
国
際
人
に
な
っ
て
い
ま
す
。
イ
ン
タ
ー

ナ
シ
ョ
ナ
ル
で
グ
ロ
ー
バ
ル
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
は
、

再
現
芸
術
に
は
、
一
切
あ
り
ま
せ
ん
。

日
本
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
遠
く
離
れ
た
島
国
で
、
西
洋
音

楽
の
受
容
か
ら
百
何
年
し
か
経
っ
て
い
な
い
の
は
、
む
し
ろ

幸
い
な
こ
と
な
の
で
す
。
各
地
の
方
言
を
観
察
し
分
析
し
、

い
い
も
の
と
余
計
な
も
の
を
区
別
で
き
る
見
晴
ら
し
の
い
い

観
測
所
な
の
で
す
。
理
想
的
な
再
現
が
可
能
な
立
場
に
い

る
。
だ
か
ら
、
日
本
で
充
分
観
測
し
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
分
析

し
た
上
で
、
目
標
を
し
ぼ
っ
て
外
国
に
行
く
の
が
有
効
だ
と

思
い
ま
す
。

芸
大
の
歴
史
と
、
未
来
へ
の
展
望

若
杉

芸
術
大
学
が
世
界
の
中
で
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

こ
の
学
校
の
成
り
立
ち
は
東
京
美
術
学
校
と
東
京
音
楽
学

校
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
統
合
さ
れ
て
、
東
京
芸
術

大
学
と
名
乗
っ
た
た
め
に
、
二
つ
の
部
門
し
か
な
い
。
二
十

一
世
紀
に
総
合
芸
術
大
学
を
目
指
し
て
い
く
に
は
、
外
国

の
芸
術
大
学
に
あ
る
演
劇
、
舞
踊
、
映
像
、
舞
台
美
術
な

ど
の
部
門
が
不
可
欠
で
し
ょ
う
。

美
術
学
部
の
先
端
芸
術
表
現
科
の
よ
う
に
、
音
楽
学
部

に
も
新
た
に
音
楽
環
境
創
造
科
が
こ
の
四
月
に
発
足
し
ま

す
。
将
来
的
に
は
二
つ
の
学
科
が
手
を
携
え
て
第
三
学
部

に
発
展
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
美
術
学
部
と
音
楽
学
部

の
架
け
橋
に
な
り
、
ひ
い
て
は
世
界
の
中
で
の
東
京
芸
術
大

学
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
が
望
ま
し
い
と
私
は
思
う
の
で
す
。

川
俣

芸
大
で
不
思
議
な
の
は
、
美
術
学
部
の
場
合
、
素

材
で
科
が
で
き
い
て
る
わ
け
で
す
。
油
画
、
日
本
画
、
陶

芸
、
鋳
金
、
彫
刻
…
…
、
そ
れ
は
技
術
で
す
よ
ね
。
技
術

の
方
法
が
違
う
だ
け
で
、
絵
を
描
く
あ
る
い
は
立
体
を
つ
く

る
と
い
う
ベ
ー
シ
ッ
ク
な
と
こ
ろ
は
同
じ
だ
と
思
い
ま
す
。

先
端
芸
術
表
現
科
が
で
き
て
演
劇
や
映
像
な
ど
、
今
ま
で

芸
大
に
な
か
っ
た
も
の
を
求
め

て
学
生
が
入
っ
て
く
る
。
そ
の

よ
う
な
状
況
で
、
ま
た
演
劇
や

映
像
が
単
な
る
メ
デ
ィ
ア
の
違

い
だ
け
で
捉
え
ら
れ
て
も
、
何

も
変
わ
っ
て
い
か
な
い
の
で
は

な
い
か
。
技
術
や
テ
ク
ニ
ッ
ク

で
科
を
分
け
る
の
は
、
現
在
の

美
術
を
見
渡
す
と
す
ご
く
変
な

感
じ
が
し
ま
す
。

若
杉

現
在
で
も
美
術
学
部
と

音
楽
学
部
で
単
位
の
交
換
が
で
き
ま
す
。
架
け
橋
に
な
る

先
端
芸
術
表
現
科
や
音
楽
環
境
創
造
科
に
目
を
向
け
れ
ば
、

学
生
た
ち
の
交
流
も
進
み
、
自
分
の
専
門
の
周
辺
に
あ
る

文
化
に
た
く
さ
ん
出
会
え
る
は
ず
な
の
で
す
よ
。

島
田

工
芸
は
テ
ク
ニ
ッ
ク
が
非
常
に
必
要
で
す
し
、
特

化
さ
せ
る
こ
と
も
大
事
な
の
で
す
。
た
だ
学
生
の
立
場
か
ら

す
る
と
、
陶
彫
を
や
る
た
め
に
は
彫
刻
も
勉
強
し
た
い
し
、

陶
壁
で
す
と
建
築
や
デ
ザ
イ
ン
を
か
じ
っ
て
み
た
い
わ
け
で

す
。
有
効
、
複
合
的
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
取
り
入
れ
な
が
ら
創

作
で
き
る
シ
ス
テ
ム
が
で
き
た
ら
理
想
的
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

川
俣

た
だ
現
実
に
は
、
油
画
科
に
入
る
と
彫
刻
や
工
芸

に
は
行
け
な
い
。
そ
の
大
き
な
ネ
ッ
ク
は
テ
ク
ニ
ッ
ク
な
の

で
す
。
技
術
の
習
得
と
い
う
の
は
「
特
化
」
し
た
も
の
で
す

か
ら
、
他
の
科
に
は
容
易
に
行
け
な
い
と
い
う
事
実
は
あ
る

と
思
い
ま
す
。

鈴
木

イ
ン
タ
ー
メ
デ
ィ
ア
的
な
発
想
は
重
要
だ
と
思
う
の

で
す
。
た
だ
我
々
の
活
動
は
、
や
は
り
非
常
に
特
化
し
た
と

こ
ろ
が
ス
タ
ー
ト
地
点
な
の
で
あ
っ
て
、
逆
の
発
想
で
教
育

し
て
も
、
総
合
芸
術
大
学
の
よ
う
な
構
想
に
は
行
き
着
か

な
い
。
我
々
の
活
動
は
、
芸
術
と
く
く
る
必
要
は
な
く
て
、

あ
く
ま
で
も
職
人
的
に
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
に
分
野
ご
と

に
「
特
化
」
し
て
い
る
。

川
俣

専
門
の
部
分
と
教
養
の
部
分
を
分
け
て
考
え
る
。

島田文雄
しまだ・ふみお

美術学部工芸科助教授　陶芸家
1948年栃木県生まれ。東京芸術大学大学院修
了。
96年より、ワシントン州立タコマ・コミュニテ
ィ・カレッジ、トルコ国立アナドール大学、中
央工芸美術学院陶磁系（北京）など、海外の
教育機関との間で合同講座や実技指導・講演
を積極的に行う。実技指導書も多数刊行。

座談会★グローバル社会と
芸術文化創造
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フ
ァ
ウ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
の
は
ま
さ
に
教
養
を
指
し
て

い
ま
す
。
昔
だ
と
か
な
り
自
分
で
意
識
し
て
芸
大
に
入
っ
て

く
る
学
生
が
多
か
っ
た
け
れ
ど
、
今
は
特
化
す
る
前
の
段
階

で
入
っ
て
く
る
。
特
に
先
端
の
場
合
は
、
い
ろ
ん
な
も
の
に

興
味
を
も
っ
て
い
る
学
生
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
で
も
芸
大
の

特
徴
は
、
ま
さ
に
「
特
化
」
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
自
分
の

考
え
が
定
ま
る
前
の
段
階
で
、
メ
デ
ィ
ア
を
選
ば
な
け
れ
ば

い
け
な
い
。
そ
ん
な
ジ
レ
ン
マ
が
学
生
に
は
あ
る
と
思
い
ま

す
。

鈴
木

音
楽
で
は
、「
特
化
」
は
も
っ
と
早
く
起
こ
る
べ
き

だ
と
思
い
ま
す
。
大
学
に
入
っ
た
時
点
で
、
自
分
は
何
を

し
た
い
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
状
況
、
や
り
た
い
こ
と
を
明

確
に
意
識
で
き
な
い
と
い
う
の
は
問
題
で
す
。

若
杉

私
の
持
論
な
の
で
す
が
、
一
九
四
五
年
以
降
ア
メ

リ
カ
の
文
化
政
策
に
よ
る
六
・
三
・
三
制
と
い
う
教
育
制

度
が
問
題
で
、
昔
は
十
五
歳
で
元
服
で
す
が
、
今
の
成
人

式
は
二
十
歳
で
す
。
十
五
歳
で
元
服
の
時
代
に
は
、
そ
の

歳
で
大
人
の
自
覚
が
あ
っ
た
は
ず
で
す
が
、
今
の
若
者
は
十

八
歳
で
は
自
分
の
進
路
を
決
め
ら
れ
な
い
。
成
人
前
で
す

か
ら
。

鈴
木

例
え
ば
ピ
ア
ノ
は
十
八
歳
か
ら
や
り
た
い
と
思
っ
て

も
、
ピ
ア
ニ
ス
ト
に
な
る
の
は
難
し
い
と
い
う
状
況
は
あ
る

で
し
ょ
う
。
確
か
に
私
も
十
八
歳
で
芸
大
に
入
っ
た
と
き
と

今
と
は
全
然
違
う
こ
と
を
や
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
入
学
時
点

に
す
べ
て
の
方
針
が
決
ま
る
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、

芸
大
の
場
合
に
は
、
自
分
の
目
指
す
分
野
が
特
化
さ
れ
て

い
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
は
、
計
り
知
れ
な
い
で
し
ょ
う
。

若
杉

海
外
の
音
楽
演
奏
の
教
育
で
は
、
ど
の
作
品
を
ど

う
演
奏
し
た
い
か
、
作
品
を
い
か
に
豊
か
に
感
じ
る
か
と
い

う
欲
求
を
育
て
る
こ
と
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
ま
す
。「
こ

の
曲
を
こ
う
演
奏
し
た
い
。
そ
れ
に
は
こ
の
技
術
が
必
要

だ
」
と
。
心
の
欲
求
か
ら
探
し
あ
て
た
指
遣
い
は
、
二
度

と
揺
る
が
な
い
で
す
か
ら
。

た
だ
、
戦
後
の
日
本
で
は
、
あ
ま
り
に
も
英
才
教
育
を

重
ん
じ
す
ぎ
た
と
思
い
ま
す
。「
技
術
が
パ
ー
フ
ェ
ク
ト
で

あ
れ
ば
、
表
現
し
た
い
も
の
が
見
つ
か
っ
た
と
き
に
、
完
璧

に
演
奏
で
き
る
は
ず
だ
」
と
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
優
先
し
て
し
ま

っ
た
。
そ
れ
は
「
特
化
」
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

鈴
木

確
か
に
そ
う
で
す
。
私
が
言
う
「
特
化
」
は
、
決

し
て
技
術
的
な
こ
と
で
は
な
く
て
も
っ
と
感
覚
的
な
こ
と
な

の
で
す
。
例
え
ば
、
こ
の
和
声
は
不
協
和
音
で
こ
う
い
う
ふ

う
に
弾
く
べ
き
だ
と
い
う
フ
ィ
ー
リ
ン
グ
は
、
あ
る
年
齢
よ

り
後
に
は
絶
対
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
子
供
の

時
か
ら
育
む
べ
き
感
覚
で
す
ね
。

た
だ
「
じ
ゃ
あ
子
供
の
時
か
ら
和
声
を
や
ら
せ
る
べ
き

だ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
ま
た
技
術
に
陥
っ
て
し
ま
う
。

特
化
し
た
要
素
を
非
常
に
バ
ラ
ン
ス
よ
く
訓
練
し
な
が
ら
、

フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
ル
な
部
分
だ
け
を
取
り
出
し
て
育
て
る
の

は
難
し
い
こ
と
で
す
。

芸
大
の
国
際
性

島
田

今
日
卒
業
制
作
の
講
評
で
「
サ
ガ
フ
ァ
イ
ア
ー
」

と
い
う
ア
メ
リ
カ
特
有
の
焼
き
方
で
、
初
め
て
作
品
が
出
て

き
た
ん
で
す
。
登
り
窯
を
焼
く
と
き
に
「
匣さ
や

」
と
い
う
灰
が

か
ぶ
ら
な
い
よ
う
に
プ
ロ
テ
ク
ト
す
る
容
器
が
あ
る
の
で
す

が
、
ア
メ
リ
カ
で
は
逆
に
、
匣
の
中
に
お
が
く
ず
や
バ
ナ
ナ

の
皮
や
針
金
で
巻
い
た
石
を
入
れ
て
、
複
雑
な
炎
の
表
現

を
定
着
さ
せ
る
。
楽
焼
で
も
、
ア
メ
リ
カ
に
は
日
本
と
は
ま

た
違
う
「
ア
メ
リ
カ
ン
楽
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

異
質
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
知
る
と
そ
れ
に
基
づ
い
た
表
現
方
法

を
考
え
ら
れ
る
上
に
、
作
品
に
も
多
様
性
が
も
て
る
よ
う
に

な
る
。
学
生
に
と
っ
て
は
、
大
事
な
こ
と
で
す
。

川
俣

蛸
壺
的
に
追
求
し
て
い
く
方
向
と
、
多
様
な
分
野

を
吸
収
し
て
い
く
方
向
と
、
つ
ね
に
ジ
レ
ン
マ
が
あ
り
ま
す
。

専
門
化
し
て
穴
を
掘
り
下
げ
て
い
く
と
、
前
が
見
え
な
く
な

る
。
前
だ
け
を
見
て
い
ろ
ん
な
も
の
を
吸
収
し
て
も
、
突
き

詰
め
て
い
け
な
い
。

両
方
を
で
き
る
唯
一
の
方
法
は
、
二
つ
の
方
向
性
を
行

き
来
す
れ
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。
表
現
者
に
と
っ
て
フ
ッ
ト

ワ
ー
ク
は
と
て
も
重
要
で
、
い
ろ
ん
な
も
の
を
吸
収
し
な
が

ら
、
な
お
か
つ
特
化
し
た
部
分
を
突
き
詰
め
て
い
く
。
大
学

が
そ
の
よ
う
な
、
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
良
い
イ
ン
タ
ー
ヴ
ァ
ル

を
か
な
り
意
識
し
て
や
っ
て
い
く
と
そ
れ
も
可
能
に
な
る
で

し
ょ
う
。

島
田

陶
芸
で
も
、
ア
メ
リ
カ
の
ス
タ
イ
ル
を
学
ん
だ
教
官

が
、
モ
ダ
ン
・
ア
ー
ト
や
前
衛
的
な
表
現
を
基
軸
に
教
え
て

い
る
芸
術
大
学
が
日
本
に
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
芸
大
は
、

ま
ず
伝
統
的
な
も
の
を
教
え
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
轆
轤
を

中
心
に
教
え
て
い
ま
す
。
外
国
で
茶
碗
を
作
っ
て
も
一
介

の
職
人
と
し
て
し
か
見
ら
れ
ず
、
ス
テ
ー
タ
ス
は
上
が
り
ま

せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
世
界
的
な
陶
芸
の
世
界
で
は
ア
ー
ト

の
ほ
う
が
評
価
さ
れ
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
も
な
れ
る
可
能
性

が
高
い
。
た
だ
、
職
人
的
な
も
の
を
中
心
に
教
え
る
芸
大

を
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
一
目
置
い
て
い
る
人
た
ち
が
い
る

こ
と
も
ま
た
事
実
で
す
。

川
俣

芸
大
の
知
名
度
と
い
う
の
は
、
芸
大
を
出
た
学
生

が
作
家
に
な
り
表
現
者
に
な
っ
て
、
は
じ
め
て
出
て
く
る
も

の
だ
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
Ｍ
Ｉ
Ｔ
と
か
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
が
評

価
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
教
官
や
卒
業
生
が
い
い
仕
事

を
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
芸
大
の
場
合
も
、
有
名
な
ア
ー
テ

ィ
ス
ト
や
、
社
会
的
な
ス
テ
ー
タ
ス
を
も
っ
た
人
が
こ
こ
か

鈴木雅明
すずき・まさあき

音楽学部器楽科助教授　チェンバロ・オルガ
ン奏者
1954年兵庫県生まれ。東京芸術大学大学院オ
ルガン科で学んだのち、スウェーリンク音楽院
（アムステルダム）を卒業。ブリュージュ国際
チェンバロ・コンクール、同オルガン・コンク
ールに入賞。90年からオリジナル楽器アンサン
ブルと合唱団〈バッハ・コレギウム・ジャパ
ン〉を結成。海外公演も多い。



9

ら
出
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
唯
一
大
き
い
価
値
だ
と
思

う
ん
で
す
ね
。

教
官
・
学
生
の
意
識
改
革

若
杉

ピ
ア
ニ
ス
ト
で
も
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
で
も
指
揮
者

で
も
、
文
学
、
絵
画
、
演
劇
、
舞
踊
、
身
体
表
現
、
映
像

な
ど
の
栄
養
を
で
き
る
だ
け
吸
い
上
げ
た
人
が
、
感
性
を
育

み
、
専
門
分
野
に
役
立
て
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
交
流
も

で
き
る
。
我
が
国
唯
一
の
国
立
芸
術
大
学
で
あ
る
本
校
が
、

そ
の
あ
ら
ゆ
る
芸
術
分
野
の
、
だ
れ
も
が
鍵
を
開
け
れ
ば
入

れ
る
状
態
に
な
っ
て
い
る
、
開
か
れ
た
大
学
に
な
る
べ
き
だ

と
思
い
ま
す
ね
。

川
俣

そ
れ
を
芸
大
に
求
め
る
の
か
、
芸
大
以
外
の
場
所

に
求
め
る
の
か
。
教
養
的
な
も
の
は
、
他
の
大
学
で
も
習
え

ま
す
し
、
そ
れ
に
「
特
化
」
し
た
大
学
は
い
く
ら
で
も
あ
る

わ
け
で
す
。
私
は
芸
大
は
大
学
院
だ
け
で
も
い
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
学
部
の
フ
ァ
ウ
ン
デ
ー
シ
ョ

ン
的
な
部
分
は
、
海
外
を
含
め
て
「
特
化
」
し
た
大
学
で

学
ん
で
、
芸
大
に
帰
っ
て
き
て
か
ら
蛸
壺
的
な
部
分
に
入

っ
て
い
け
ば
い
い
。
語
学
や
社
会
学
、
経
済
や
法
律
、
そ

れ
に
医
学
も
美
術
に
は
必
要
で
す
。
た
だ
そ
れ
ら
す
べ
て
を

芸
大
が
請
け
負
う
べ
き
な
の
か
、
あ
る
い
は
も
っ
と
先
鋭
的

に
ひ
と
つ
の
蛸
壺
を
ど
ん
ど
ん
深
め
て
い
く
べ
き
な
の
か
。

ユ
ニ
バ
ー
シ
テ
ィ
と
し
て
芸
大
を
考
え
る
か
、
あ
る
い
は
カ

レ
ッ
ジ
と
し
て
「
特
化
」
し
た
組
織
と
し
て
考
え
る
の
か
は

大
き
な
分
岐
点
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

鈴
木

そ
れ
は
両
方
あ
る
と
思
い
ま
す
。
組
織
と
し
て
の
芸

大
と
い
う
の
を
、
こ
の
日
本
社
会
の
中
で
ど
う
位
置
づ
け
る

か
と
い
う
こ
と
。
広
い
意
味
で
、
音
楽
教
育
、
美
術
教
育

と
し
て
、
表
現
の
世
界
で
中
核
と
な
る
次
の
世
代
を
育
て

る
こ
と
に
重
心
を
置
く
価
値
観
か
ら
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
大

学
院
だ
け
で
い
い
と
い
う
の
は
あ
る
意
味
で
賛
成
で
す
。
し

か
し
十
八
歳
か
ら
芸
術
教
育
を
始
め
て
も
す
で
に
遅
い
か
ら
、

高
校
の
み
な
ら
ず
中
学
、
小
学
校
、
幼
稚
園
か
ら
や
る
べ

き
だ
と
い
う
考
え
方
も
あ
り
う
る
で
し
ょ
う
。

英
才
教
育
を
ほ
ど
こ
す
の
が
目
的
で
は
な
く
、
我
々
が
今
、

次
の
世
代
に
伝
え
る
べ
き
価
値
観
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

何
を
美
し
い
と
感
じ
る
か
と
い
う
価
値
観
を
獲
得
す
る
の
は
、

十
八
歳
に
な
っ
て
か
ら
で
は
遅
い
の
で
は
な
い
か
。
今
ど
ち

ら
に
進
む
べ
き
な
の
か
が
非
常
に
難
し
い
問
題
で
す
。

島
田

今
、
工
芸
の
一
年
の
担
任
を
や
っ
て
い
ま
す
が
、

休
学
し
て
外
国
に
行
き
た
い
、
と
い
う
学
生
が
何
人
か
出

て
き
た
ん
で
す
。
私
と
し
て
は
「
大
い
に
休
学
し
な
さ
い
、

八
年
間
で
卒
業
し
て
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
思
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
日
本
で
社
会
を
学
ぶ
よ
り
も
、
旅
を
し
て
苦
労

し
な
が
ら
、
外
国
に
行
っ
て
若
い
と
き
に
感
性
を
磨
く
の
は
、

す
ば
ら
し
い
こ
と
で
す
。
い
ろ
ん
な
国
の
芝
居
を
見
た
り
、

音
楽
を
聴
い
た
り
、
酒
飲
ん
だ
り
、
経
験
が
豊
富
に
で
き

る
わ
け
で
す
。
旅
に
よ
っ
て
そ
の
人
の
価
値
観
や
感
覚
が
磨

か
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

若
杉

そ
れ
が
理
想
的
か
も
し
れ
な
い
で
す
け
ど
、「
隣
の

柿
は
甘
そ
う
に
見
え
る
」
と
も
言
い
ま
す
。
芸
大
で
す
ば
ら

し
い
担
当
教
官
の
も
と
に
指
導
を
受
け
て
い
て
も
「
外
国
の

ほ
う
が
も
っ
と
い
い
の
で
は
」
と
い
う
考
え
で
安
易
に
留
学

す
る
の
は
い
け
ま
せ
ん
。
芸
大
の
先
生
の
も
っ
て
い
る
も
の

を
し
ゃ
ぶ
り
取
る
ぐ
ら
い
に
吸
収
し
て
、
こ
れ
だ
け
の
も
の

を
獲
得
し
た
か
ら
海
外
で
極
め
た
い
と
い
う
の
が
本
道
で
す
。

鈴
木

音
楽
教
育
に
お
い
て
は
、

レ
ッ
ス
ン
は
と
て
も
重
要
な
ん

で
す
が
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る

こ
と
は
ほ
ん
と
う
に
わ
ず
か
な

ん
で
す
。
学
生
も
き
ち
ん
と
レ

ッ
ス
ン
し
て
ほ
し
い
と
い
う
人

が
多
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

学
生
自
身
が
演
奏
す
る
こ
と
も

レ
ッ
ス
ン
に
劣
ら
ず
重
要
で
す

か
ら
、「
自
分
の
本
番
を
優
先

し
な
さ
い
」
と
言
う
の
で
す
が
、

そ
う
い
う
価
値
観
は
あ
ま
り
音
楽
の
中
で
は
通
用
し
な
い
。

だ
か
ら
も
っ
と
自
由
に
、
国
際
ま
で
い
か
な
く
と
も
、い
ろ
ん

な
と
こ
ろ
に
行
っ
て
体
験
を
た
く
さ
ん
積
め
ば
い
い
の
に
と

思
い
ま
す
ね
。

若
杉

教
室
で
教
え
ら
れ
る
こ
と
と
、
現
場
で
覚
え
る
こ
と

は
、
そ
れ
ぞ
れ
違
い
ま
す
か
ら
ね
。
教
室
で
一
対
一
の
時
間

が
充
分
あ
っ
た
に
し
て
も
、
私
が
演
奏
の
練
習
を
オ
ー
ケ
ス

ト
ラ
と
し
て
い
る
場
に
学
生
が
足
を
運
ん
で
く
れ
る
の
は
う

れ
し
い
。
そ
こ
で
得
る
の
は
教
室
で
得
ら
れ
な
い
も
の
で
す

か
ら
。
今
私
の
任
務
は
、
芸
大
と
い
う
金
魚
鉢
を
た
た
き

割
っ
て
、
外
で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
か
、
新
し
い
空
気
や
酸

素
を
教
室
に
運
ん
で
く
る
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

学
生
に
も
、「
塀
の
中
の
価
値
観
や
上
下
関
係
に
閉
じ
こ

も
ら
ず
に
、
外
の
空
気
を
吸
い
に
出
よ
う
よ
」
と
言
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
延
長
線
で
海
外
に
行
き
、
い
ろ
い
ろ
な
人
と
知

り
合
っ
て
、
触
発
さ
れ
る
体
験
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
学

生
た
ち
、
が
ん
ば
れ
！

司
会
　
長
い
時
間
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
一
月
二
四
日
、
東
京
芸
術
大
学
赤
レ
ン
ガ
談
話
室
。
司
会

「
芸
大
通
信
」
編
集
委
員
会
）若杉　弘
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