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た芸大 第2回 1911年～1920年

1912 青
春
期
に
人
は
な
ぜ
こ
ん
な
に
悩
む
の
だ
ろ
う
。
手
を
の
ば

し
て
も
、
つ
か
め
な
い
。
愛
し
た
い
の
に
、
愛
さ
れ
な
い
。

伝
え
た
い
の
に
、
伝
え
ら
れ
な
い
。
何
か
を
し
な
く
ち
ゃ
い
け
な

い
の
に
、
何
を
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
。
激
し
い

あ
せ
り
と
、
も
ど
か
し
さ
。
気
持
ち
が
強
い
ぶ
ん
、
拒
絶
感
も
強

い
。
は
ね
返
そ
う
と
、
グ
レ
て
み
て
も
、
キ
レ
て
み
て
も
、
答
え

は
出
て
こ
な
い
。
で
も
い
ち
ば
ん
わ
か
ら
な
い
の
は
、
じ
つ
は
自

分
。
自
分
は
い
っ
た
い
、
何
者
な
の
か
…
…
。
そ
れ
を
求
め
て
、

も
が
き
に
も
が
い
た
青
春
。
大
正
期
と
は
、
ち
ょ
う
ど
そ
ん
な
時

代
だ
っ
た
。

だ
か
ら
大
正
期
は
、「
自
画
像
」
の
時
代
で
も
あ
っ
た
。
岸
田

き
し
だ

劉
生

り
ゅ
う
せ
い

や
中
村

な
か
む
ら

彝つ
ね

、
萬

よ
ろ
ず

鉄
五
郎

て
つ
ご
ろ
う

な
ど
、
自
画
像
の
秀
作
が
数
多
く

描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
本
学
に
は
、
じ
つ
は
自
画
像
の
一
大
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
が
あ
る
。
西
洋
画
科
（
現
在
の
油
画
科
）
が
一
九

○
三
年
（
明
治
三
十
六
年
）
か
ら
、
卒
業
制
作
と
し
て
自
画
像

を
提
出
さ
せ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
れ
の
発
案
で
、
な
ぜ
始
め
た
の

か
は
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
ら
し
い
。
が
、
い
ま
で
は
、
だ
れ
か
の

個
展
の
と
き
に
は
、
最
初
期
の
作
品
と
し
て
必
ず
出
品
さ
れ
る
、

貴
重
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
だ
。
そ
の
中
か
ら
、
図
版
に
は
一
九
一
○

年
代
の
二
点
と
、
そ
の
前
後
の
二
点
を
ご
紹
介
し
た
。

黒
田

く
ろ
だ

清
輝

せ
い
き

が
教
室
に
入
っ
て
く
る
と
、
プ
イ
と
出
て
い
っ
て
し

ま
っ
た
青
木

あ
お
き

繁
し
げ
る

。
福
田
た
ね
と
の
熱
愛
、
放
浪
生
活
の
末
の
早

逝
。
昂
然
と
し
て
ギ
ョ
ロ
リ
と
し
た
目
つ
き
の
中
に
、
情
動
と
焦

燥
が
見
て
と
れ
る
。
萬
鉄
五
郎
は
、
フ
ォ
ー
ビ
ス
ム
で
知
ら
れ
る
。

が
、
後
期
印
象
派
風
に
描
か
れ
た
こ
の
自
画
像
に
は
、
木
村
荘

八
が
評
し
た
「
何
と
な
く
臆
し
た
る
差
し
控
え
た
物
腰
」
の
方
が
、

ピ
ッ
タ
リ
だ
。
シ
ャ
レ
て
す
ま
し
た
小
出

こ
い
で

楢
重

な
ら
し
げ

は
、
独
特
の
マ
チ

エ
ー
ル
は
そ
の
ま
ま
に
、
や
が
て
強
い
生
活
感
を
描
き
出
す
。
俳

優
の
よ
う
な
佐
伯
祐
三
は
、
パ
リ
に
留
学
す
る
が
、
鋭
敏
さ
ゆ
え

に
や
が
て
精
神
を
病
む
。

自
分
を
描
く
こ
と
は
、
こ
わ
い
。
す
べ
て
が
表
わ
れ
る
。
内
省

で
あ
れ
虚
勢
で
あ
れ
、
自
信
で
あ
れ
不
安
で
あ
れ
。
で
も
す
ぐ
れ

た
自
画
像
は
、
す
べ
て
を
さ
ら
け
出
す
か
ら
、
共
感
も
よ
ぶ
。
美

術
と
国
家
を
論
じ
た
明
治
に
対
し
て
、
大
正
期
は
、
個
と
し
て

の
美
術
を
追
い
求
め
た
時
代
だ
っ
た
。
若
い
画
家
た
ち
は
、「
生
」

と
「
自
己
」
と
「
表
現
」
を
論
じ
、
激
し
く
燃
焼
し
て
生
き
た
。

彼
ら
の
生
涯
は
、
一
様
に
短
い
。
青
木
二
十
八
歳
、
佐
伯
三
十

歳
、
萬
四
十
一
歳
、
小
出
四
十
四
歳
。
美
校
以
外
の
作
家
で
も
、

関
根

せ
き
ね

正
二

し
ょ
う
じ

二
十
歳
、
村
山
槐
多

か
い
た

二
十
三
歳
、
中
村
彝
三
十
七
歳
、

岸
田
劉
生
三
十
八
歳
。
そ
の
な
か
に
、
恋
愛
、
放
浪
、
貧
乏
、

結
核
、
神
経
や
精
神
の
変
調
な
ど
が
、
ぎ
っ
し
り
つ
ま
っ
て
い
た
。

だ
れ
も
が
通
る
青
春
。
そ
し
て
そ
の
青
春
そ
の
ま
ま
に
、
一
回
き

り
の
短
い
人
生
を
、
激
し
く
か
け
ぬ
け
た
彼
ら
。
そ
の
切
な
い
ほ

ど
の
純
粋
さ
が
、
見
る
人
の
心
を
ゆ
さ
ぶ
る
。
じ
っ
さ
い
、
よ
く

ド
ラ
マ
に
な
る
貧
し
く
純
粋
な
画
学
生
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
、
大
正

期
の
作
家
の
イ
メ
ー
ジ
が
か
な
り
か
ぶ
っ
て
い
る
。
私
た
ち
も
そ

こ
に
、
ド
ラ
マ
を
見
た
が
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
そ

れ
は
そ
れ
で
、
い
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
も
芸
術
機
能
の
ひ
と

つ
な
の
だ
か
ら
。

（
さ
と
う

ど
う
し
ん
／
美
術
学
部
芸
術
学
科
助
教
授
）

東京美術学校1912年

青春の「自画像」
――情熱と焦燥
佐藤道信
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』

青木繁「自画像」1904年

佐伯祐三「自画像」1923年 小出楢重「自画像」1914年 萬鉄五郎「自画像」1912年



15

1912

タイムカプセルに乗っ

一
九
一
二
年
（
明
治
四
十
五
年
）
に
お
け
る
指
揮
を
最
後

に
御
雇
外
国
人
ア
ウ
グ
ス
ト
・
ユ
ン
ケ
ル
が
東
京
音
楽
学

校
を
去
っ
た
。
彼
は
一
八
九
九
年
に
採
用
さ
れ
て
以
来
、
八
面

六
臂
の
活
躍
で
、
音
楽
学
校
に
い
わ
ゆ
る
フ
ル
・
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ

を
初
め
て
組
織
し
て
、
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
の
《
未
完
成
》
交
響
曲
を

は
じ
め
と
す
る
管
弦
楽
曲
だ
け
で
な
く
、
ケ
ル
ビ
ー
ニ
の
《
レ
ク

ィ
エ
ム
》
や
ブ
ラ
ー
ム
ス
の
《
ド
イ
ツ
・
レ
ク
ィ
エ
ム
》
な
ど
、

管
弦
楽
つ
き
大
合
唱
曲
の
初
演
を
手
が
け
る
ま
で
に
育
て
上
げ
た
。

そ
の
功
績
は
大
い
に
評
価
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ユ
ン
ケ
ル
は
一
八
六
八
年
、
北
西
ド
イ
ツ
、
ア
ー
ヘ
ン
近
く
の

古
い
町
シ
ュ
ト
ル
ベ
ル
ク
に
生
ま
れ
た
。
ケ
ル
ン
音
楽
院
を
首
席

で
卒
業
。
在
学
中
、
選
ば
れ
て
ブ
ラ
ー
ム
ス
の
前
で
ヴ
ァ
イ
オ
リ

ン
演
奏
を
披
露
し
た
ほ
ど
優
秀
な
学
生
で
あ
っ
た
。
卒
業
後
は
当

代
随
一
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
の
ヨ
ア
ヒ
ム
に
師
事
。
ベ
ル
リ

ン
・
フ
ィ
ル
に
入
団
後
は
巨
匠
ハ
ン
ス
・
フ
ォ
ン
・
ビ
ュ
ー
ロ
ー

に
推
挙
さ
れ
、
コ
ン
サ
ー
ト
マ
ス
タ
ー
に
ま
で
な
っ
た
。
だ
が
一

カ
所
に
な
か
な
か
落
ち
着
か
な
い
性
格
だ
っ
た
よ
う
で
、
ケ
ル
ン
、

ボ
ス
ト
ン
、
シ
カ
ゴ
の
交
響
楽
団
を
首
席
奏
者
と
し
て
転
々
と
し

た
。
ド
イ
ツ
か
ら
楽
員
を
集
め
る
よ
う
頼
ま
れ
て
、
シ
カ
ゴ
か
ら

ド
イ
ツ
へ
ス
カ
ウ
ト
に
出
か
け
、
そ
の
帰
路
の
船
中
で
ド
ヴ
ォ
ル

ジ
ャ
ー
ク
と
会
っ
て
、
親
し
く
合
奏
を
し
た
こ
と
は
ユ
ン
ケ
ル
の

誇
ら
し
い
思
い
出
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
彼

は
音
楽
家
と
し
て
一
流
だ
っ
た
の
だ
。
だ
が
、
日
本
の
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ズ
ム
は
彼
の
能
力
を
正
し
く
理
解
で
き
ず
、
彼
の
採
用
の
際
に

も
、
ま
た
契
約
更
新
の
際
に
も
嫌
が
ら
せ
記
事
を
書
い
て
い
た
。

そ
も
そ
も
彼
を
東
京
音
楽
学
校
に
推
挙
し
た
の
は
、
夏
目
漱

石
の
随
筆
で
も
有
名
な
ケ
ー
ベ
ル
博
士
で
あ
る
。
ケ
ー
ベ
ル
は
東

京
帝
大
の
哲
学
教
授
で
あ
っ
た
が
、
若
い
と
き
は
チ
ャ
イ
コ
フ
ス

キ
ー
や
Ｎ
・
ル
ビ
ン
シ
テ
イ
ン
に
学
ん
で
モ
ス
ク
ワ
音
楽
院
を
卒

業
、
優
れ
た
ピ
ア
ニ
ス
ト
で
も
あ
っ
た
。
横
浜
の
楽
器
商
「
デ
ー

リ
ン
グ
商
会
」
で
働
き
な
が
ら
、
慈
善
演
奏
会
で
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン

を
ひ
い
た
り
し
て
い
た
の
を
、
ケ
ー
ベ
ル
に
見
い
だ
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

カ
ン
タ
ー
タ
《
海
道
東
征
》
で
知
ら
れ
る
作
曲
家
の
信
時

の
ぶ
と
き

潔
き
よ
し

の
在
学
中
の
思
い
出
に
よ
る
と
、
た
い
て
い
の
生
徒
は
「
ユ
ン
ケ

ル
先
生
に
つ
か
ま
っ
て
何
か
管
弦
楽
の
楽
器
を
や
ら
さ
れ
た
」。

こ
と
に
管
弦
楽
奏
者
は
当
時
少
な
か
っ
た
の
で
、
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト

や
ら
オ
ー
ボ
エ
や
ら
を
勉
強
さ
せ
ら
れ
た
。
ユ
ン
ケ
ル
は
厳
し
く
、

ち
ょ
っ
と
音
程
を
間
違
え
る
と
、「Y

o
u
alo
ne

（
君
だ
け
で
！
）」

と
一
人
ず
つ
何
度
で
も
や
り
直
さ
せ
、
大
声
で
怒
鳴
る
こ
と
も
し

ば
し
ば
だ
っ
た
と
い
う
。

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
彼
は
合
奏
の
楽
し
み
を
生
徒
に
植
え
つ

け
た
。
ユ
ン
ケ
ル
自
身
、
幸
田
延
や
安
藤
幸
（
と
も
に
幸
田
露

伴
の
妹
）、
ヴ
ェ
ル
ク
マ
イ
ス
タ
ー
、
ケ
ー
ベ
ル
等
が
教
室
に
い

る
の
を
見
つ
け
る
と
、
自
分
の
授
業
を
早
く
切
り
上
げ
室
内
楽
の

練
習
を
す
る
ほ
ど
で
、
そ
の
情
熱
は
生
徒
に
も
伝
播
し
た
。
初
め

て
結
成
さ
れ
た
生
徒
の
弦
楽
四
重
奏
団
の
チ
ェ
ロ
奏
者
は
、
幸

田
修
造
（
露
伴
の
末
弟
）
で
あ
る
。
修
造
が
早
世
す
る
と
山
田
耕

筰
が
後
を
継
ぎ
、
さ
ら
に
山
田
が
ド
イ
ツ
に
留
学
す
る
と
、
信
時

が
チ
ェ
ロ
を
担
当
し
た
。
合
奏
の
快
楽
に
取
り
憑
か
れ
た
彼
ら
は

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
弦
楽
四
重
奏
曲
の
す
べ
て
を
な
ん
と
か
こ
な

し
、
ブ
ラ
ー
ム
ス
の
三
曲
は
ほ
ぼ
暗
譜
し
た
と
い
う
か
ら
、
相
当

の
熱
の
入
れ
よ
う
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
た
き
い
・
け
い
こ
／
演
奏
芸
術
セ
ン
タ
ー
助
手
）

東京音楽学校1912年

わが国
オーケストラの父、
ユンケル
瀧井敬子
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」

東京音楽学校オーケストラを指揮するユンケル。ヴァイオリンの最前列に、幸
田延と幸田（安藤）幸が並んでいる。東京芸術大学附属図書館所蔵

上：シュトルベルクにあるユンケル
の生家。ユンケルの孫／岩倉具一氏
所蔵
左：生家前の広場は、「アウグス
ト・ユンケル・プラッツ」と命名さ
れている。岩倉具一氏所蔵　シュト
ルベルクの町の地図は、下記のサイ
トに掲載されている。
http://www.stolberg.de




