
こ
の
展
覧
会
を
企
て
る
に
あ
た
っ
て
、
い
く

つ
か
の
言
葉
が
無
秩
序
に
頭
上
を
旋
回
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、
紫
を
塗
る
、
中
、
犬
吠
崎
、
西
、
不

忍
池
、
夏
、
山
手
線
、
絵
画
場
、
紫
で
還
元
、

の
水
面
が
作
る
湾
岸
の
円
弧
と
接
す
る
。

美
術
館
の
あ
る
上
野
公
園
は
高
地
の
水
平
な
拡

が
り
で
、
し
か
も
山
手
線
が
作
る
環
の
水
平
位
よ

り
高
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

不
忍
池
は
山
手
線
の
円
運
動
の
内
に
抱
か
れ
て

同
心
円
を
な
し
、
外
環
の
岸
は
上
野
公
園
の
麓
に

接
し
て
い
る
。
池
の
水
は
都
市
の
地
表
の
揺
れ
を

測
る
水
準
器
と
な
っ
て
い
る
。

美
術
館
の
床
面
も
こ
の
よ
う
な
多
層
の
水
平
面

の
一
部
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
こ
と
は
今
回
の
企
画

が
美
術
館
に
そ
の
よ
う
な
意
識
を
与
え
よ
う
と
し

て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。

レ
モ
ン
テ
ィ
ー
を
想
像
し
て
み
よ
う
。
東
京
、

山
手
線
、
不
忍
池
は
、
レ
モ
ン
の
環
切
り
を
浮
か

せ
、
受
け
皿
に
載
っ
た
テ
ィ
ー
カ
ッ
プ
の
よ
う
で

は
な
い
か
。

航
空
機
が
着
地
す
る
よ
う
に
、
ま
た
飛
行
艇
が

湖
面
に
着
水
す
る
よ
う
に
、
或
は
ス
ペ
ー
ス
シ
ャ

ト
ル
が
着
陸
、
着
水
す
る
よ
う
に
、
そ
し
て
こ
の

美
術
館
の
水
平
面
に
仮
想
し
た
地
表
、
薄
い
移
動

式
絨
毯
の
よ
う
な
地
表
に
、
レ
モ
ン
テ
ィ
ー
に
浮

く
レ
モ
ン
の
環
の
よ
う
な
地
表
に
、
そ
れ
ら
は
微

か
に
浮
か
び
な
が
ら
滑
り
込
む
。
す
べ
て
は
地
表
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鍛
金
　
伊
藤
廣
利
の
世
界

工
芸
の
伝
統
的
技
法
と
精
神
に
裏
付
け
ら
れ
た
作
品
　
　
　
　
本
郷
寛

鶴
と
同
時
に
、
二
箇
所
、
豚
、
絵
画
衝
動
、
等

な
ど
で
こ
れ
ら
が
展
覧
会
の
構
成
上
ど
ん
な
位
置

と
意
味
を
な
し
て
ゆ
く
の
か
い
ま
だ
流
動
的
で
あ

る
。東

京
芸
術
大
学
美
術
学
部
絵
画
科
。
こ
の
た

び
退
任
す
る
教
師
は
絵
画
科
に
属
し
て
い
る
。
絵

画
が
大
学
構
制
に
も
位
置
づ
け
ら
れ
た
順
序
、
即

ち
芸
術
―
美
術
―-

絵
画
と
い
う
類
概
念
の
流
れ

の
下
位
末
端
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
理
由
の
あ
る

こ
と
で
、
下
方
に
あ
っ
て
も
上
位
を
受
け
て
立
つ
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
の
種
の
も
の
で
は
そ
う

は
ゆ
か
な
い
。
美
術
の
他
の
種
の
も
の
は
概
ね
モ

ノ
に
触
れ
、
変
形
、
加
工
す
る
。
し
か
し
、
絵
の

態
度
は
ひ
た
す
ら
眼
前
の
も
の
を
受
け
入
れ
る
が

触
れ
る
こ
と
は
な
い
。
他
の
種
の
制
作
物
を
も
眼

前
の
モ
ノ
と
し
て
引
受
け
る
。
触
れ
る
こ
と
な
く

写
す
。
そ
れ
は
作
る
こ
と
で
な
は
い
。
ま
た
作
ら

な
い
こ
と
で
も
な
い
。
生
ま
れ
、
現
わ
し
め
る
よ

う
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
為
に
は
モ
ノ
に
は

直
接
、
手
を
触
れ
ず
間
接
的
に
遠
隔
地
か
ら
の

操
作
が
技
法
と
し
て
発
明
さ
れ
る
。

山
手
線
は
、
水
平
に
大
き
な
環
を
な
し
て
東
京

中
心
部
を
区
切
り
取
り
、
円
循
環
し
、
東
京
湾

二
箇
所
―
絵
画
場
か
ら
絵
画
衝
動
ヘ
―

中
西
夏
之

無
秩
序
に
旋
回
す
る
い
く
つ
か
の
言
葉
…
…
　
　
　
　
中
西
夏
之

霞鍛金銀象嵌「神庫」 鉄、真鍮、金銀象嵌　27×60×28cm

「右手と左手の間の正三角形」17.5×14cm

こ
の
度
、
一
九
九
八
（
平
成
十
）
年
十
二
月
に

急
逝
さ
れ
ま
し
た
美
術
教
育
教
授
伊
藤
廣
利
先
生

の
遺
作
展
「
鍛
金
　
伊
藤
廣
利
の
世
界
」
が
、
十

一
月
七
日
（
木
）
か
ら
十
一
月
二
十
四
日
（
日
）

ま
で
、
大
学
美
術
館
陳
列
館
で
開
催
さ
れ
ま
す
。

先
生
は
一
九
五
九
（
昭
和
三
四
）
年
工
芸
科

（
金
工
）
に
入
学
後
、
鍛
金
を
専
攻
さ
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
一
九
六
五
年
に
は
、
本
学
に
大
学
院
が

設
置
さ
れ
た
第
一
回
目
の
大
学
院
生
と
し
て
修
士

課
程
を
修
了
さ
れ
ま
し
た
。
引
き
続
き
工
芸
科
鍛

金
研
究
室
の
一
員
に
な
ら
れ
、
亡
く
な
ら
れ
る
一

九
九
八
年
ま
で
本
学
で
教
育
と
研
究
に
携
わ
っ
て

こ
ら
れ
ま
し
た
。
な
か
で
も
、
一
九
八
四
年
に
は

工
芸
科
鍛
金
研
究
室
よ
り
美
術
教
育
研
究
室
に
移

籍
さ
れ
、
特
に
工
芸
教
育
に
尽
力
さ
れ
て
こ
ら
れ

ま
し
た
。

先
生
は
、
金
属
工
芸
作
家
と
し
て
日
展
を
中
心

に
活
躍
さ
れ
、
工
芸
の
伝
統
的
技
法
と
精
神
に
裏

付
け
ら
れ
た
優
れ
た
作
品
を
数
多
く
制
作
さ
れ
ま

し
た
。
そ
し
て
、
金
属
工
芸
の
世
界
で
、
主
に
鉄

を
使
っ
た
鍛
造
の
作
品
で
、
精
神
性
の
強
い
独
自

の
世
界
を
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
作

品
の
質
と
技
量
は
広
く
国
内
外
を
通
じ
て
高
く
評

価
さ
れ
て
い
ま
す
。

本
展
で
は
、
こ
う
し
た
生
涯
を
通
し
て
残
さ
れ

た
作
品
群
の
な
か
か
ら
、
約
八
○
点
の
作
品
を
展

示
す
る
計
画
で
す
。
そ
し
て
、
鍛
金
の
技
法
が
創

り
出
す
優
れ
た
金
属
造
形
の
美
し
さ
と
、
工
芸

家
・
伊
藤
廣
利
の
精
神
世
界
が
展
覧
で
き
る
よ
う

に
準
備
を
進
め
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
制
作
を
通

し
て
培
わ
れ
る
人
間
性
を
大
切
に
し
て
こ
ら
れ
た

先
生
の
美
術
教
育
観
も
感
じ
と
れ
る
展
覧
会
を
め

ざ
し
て
お
り
ま
す
。
多
く
の
方
々
に
ご
覧
い
た
だ

け
る
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。【
美
術
教
育
研
究

室
・
工
芸
科
鍛
金
研
究
室
共
催
】

（
ほ
ん
ご
う
・
ひ
ろ
し
／
美
術
教
育
研
究
室
助

教
授
）
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展覧会予定
（2002.11～2003.2）

開館3周年記念
「ウィーン美術史美術館名品展～ル
ネサンスからバロックへ～」
12月23日（月）まで 入場料1300円

退官記念展
『二箇所―絵画場から絵画衝動ヘ―
中西夏之』
『BREEZE（ブリーズ） 宮下安弘』
1月9日（木）～1月26日（日） 入場
無料

第51回卒業・修了制作展
2月21日（金）～2月26日（水） 入場
無料

15年4月開催展覧会予定
（仮）日本近代美術展
4月3日（木）～5月11日（日） 34日
間

（仮）大学院美術研究科博士後期課
程研究発表展
12月～2月の間
入場無料

伊藤廣利遺作展
「鍛金　伊藤廣利の世界」
11月7日（木）～11月24日（日） 入
場無料

美術学部取手校地創作展
12月7日（土）・8日（日）
入場無料

※開館時間は、いずれも10時～17時。
月曜日休館。ただし月曜日が祝日の場
合、開館することがあります。

※展覧会の名称・会期については、変更
することがあります。

※本学には駐車場はありませんので、お
車でのご来館はご遠慮ください。

※展覧会についてのお問い合わせ
東京芸術大学大学美術館　
Tel.03-5685-7755
NTTハローダイヤル
Tel.03-5777-8600

※展覧会の紹介は、下記ウェブサイトで
ご覧になれます。
http://www.geidai.ac.jp/museum/

取手館

陳列館

大学美術館本館

上
に
在
る
の
で
は
な
く
、
単
に
位
置
し
て
い
る
。

即
ち
、
地
表
に
触
れ
る
こ
と
な
く
隣
接
し
て
い
る
。

そ
れ
は
当
然
の
よ
う
に
、
絵
画
を
響
か
せ
る
た

め
の
振
舞
い
の
場
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
当
り
前
す

ぎ
る
く
ら
い
に
素
朴
で
あ
り
基
底
的
で
あ
る
。

遠
く
に
巨
大
な
も
の
が
あ
り
近
く
に
は
微
細
な

も
の
が
あ
る
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
非
常
に

微
細
な
も
の
は
遠
く
に
も
あ
り
、
近
く
に
も
あ
る
。

近
く
と
遠
く
は
微
細
な
も
の
に
よ
っ
て
繋
が
っ
て

い
る
。
響
か
せ
る
と
は
そ
の
た
め
の
遠
隔
操
作
で

あ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
微
小
の
モ
ノ
、
そ
れ
ら
の
単
位
、
ス

ケ
ー
ル
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
も
置
か
れ
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
は
紫
色
が
使
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
緑
色
も

あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
瞬
き
を
拒
否
し
た
白

の
強
さ
、
包
容
性
、
眩
し
さ
の
た
め
の
も
の
と
な

る
で
あ
ろ
う
。

用
意
を
さ
れ
る
モ
ノ
の
幾
つ
か

紫
色
色
材

白
色
砂
状
ア
ル
ミ
ナ
ー
ホ
ワ
イ
ト
モ
ラ
ン
ダ
ム

黒
色
砂
状
ケ
イ
素
―
カ
ー
ボ
ラ
ン
ダ
ム

鋼
小
球8m

m

そ
の
他
　
絵
画
、
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
等
な
ど
。

（
な
か
に
し
・
な
つ
ゆ
き
／
美
術
学
部
油
画
科

教
授
）

「遊」リトグラフ＋シルクスクリーン

そ
れ
を
如
何
に
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
か
、
と
い

う
仕
事
は
こ
の
現
代
社
会
に
「
優
し
さ
と
は
」
、

「
リ
ア
リ
テ
ィ
あ
る
感
動
と
は
」
を
問
い
か
け
確
認

す
る
作
業
で
あ
る
と
言
え
る
。

そ
し
て
今
回
の
展
覧
会
は
そ
れ
を
確
認
で
き
る

展
覧
会
と
い
え
よ
う
。
新
作
の
陶
器
造
形
に
よ
る

空
間
照
明
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
映
像
作
品
・

グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
作
品
か
ら
旧
作
の
版
画
・
コ
マ
ー

シ
ャ
ル
フ
ィ
ル
ム
ま
で
全
四
○
点
の
展
示
と
な
る
。

（
み
の
う
ら
・
し
ょ
う
い
ち
／
美
術
学
部
デ
ザ
イ

ン
科
助
教
授
）

Ｂ
Ｒ
Ｅ
Ｅ
Ｚ
Ｅ（
ブ
リ
ー
ズ
）

宮
下
安
弘

「
優
し
さ
」「
物
を
見
る
真
摯
な
目
」
と
は
何
か
　
　
箕
浦
昇
一

「
豊
饒
な
る
空
間
の
造
形
」
を
目
指
し
、
そ
れ

を
ど
う
伝
え
る
か
を
創
作
活
動
の
原
点
と
し
て
き

た
宮
下
安
弘
教
授
の
退
官
記
念
展
で
あ
る
。

造
形
家
と
し
て
、
さ
ら
に
教
育
研
究
者
と
し
て

そ
の
創
作
領
域
は
、
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
・

ス
ペ
ー
ス
デ
ザ
イ
ン
・
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
フ
ィ
ル
ム

製
作
・
純
粋
映
像
作
品
・
陶
器
造
形
と
多
岐
に
わ

た
り
、
そ
の
時
々
に
変
身
・
変
貌
を
重
ね
る
氏
の

多
才
さ
に
改
め
て
驚
か
さ
れ
る
。
し
か
し
、
結
果

生
み
出
さ
れ
た
物
に
は
、「
一
貫
し
た
確
か
な
も

の
」
が
流
れ
て
い
る
。
や
が
て
作
品
を
見
て
い
る

う
ち
に
そ
れ
は
「
優
し
さ
」
で
あ
り
「
物
を
見
る

真
摯
な
目
」
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
そ
し
て
こ

れ
こ
そ
が
人
々
に
「
安
ら
ぎ
」
と
「
リ
ア
リ
テ
ィ

あ
る
感
動
」
を
も
た
ら
す
と
言
え
よ
う
。
作
者
が

目
的
と
す
る
「
豊
饒
な
る
空
間
の
造
形
」
そ
し
て
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邦
楽
は
本
年
度
よ
り
、
学
校
音
楽
教
育
に
お
い

て
必
修
に
な
り
、
そ
の
必
要
性
が
大
い
に
叫
ば
れ

る
な
か
、
邦
楽
定
期
演
奏
会
は
本
年
十
二
月
で
第

六
五
回
目
を
迎
え
る
。
例
年
、
六
月
と
十
二
月
に

日
本
で
演
奏
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
の
な
か
で
、

オ
ル
ガ
ン
ほ
ど
扱
い
に
く
い
分
野
は
な
い
で
し
ょ

う
。
と
い
う
の
は
、
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
に
オ
ル

ガ
ン
を
建
造
す
る
と
い
う
発
想
自
体
が
、
オ
ル
ガ

ン
文
化
の
歴
史
に
大
き
く
逆
ら
っ
た
こ
と
だ
か
ら

で
す
。
オ
ル
ガ
ン
に
限
ら
ず
一
八
世
紀
ま
で
の
音

楽
は
、
決
し
て
抽
象
的
な
存
在
で
は
な
く
、
非
常

に
具
体
的
に
あ
る
種
の
「
場
」
と
結
び
つ
き
、
そ

の
「
場
」
に
供
せ
ら
れ
る
た
め
に
書
か
れ
て
来
た

の
で
す
。「
場
」
は
決
し
て
「
場
所
」
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
む
し
ろ
そ
の
音
楽
の
「
目
的
」
と
で
も

い
う
べ
き
も
の
。
そ
の
音
楽
が
本
来
供
せ
ら
れ
る

と
こ
ろ
の
「
機
会
」、
あ
る
い
は
「
儀
式
」。
ま
た
、

そ
の
演
奏
に
際
し
て
聴
衆
と
演
奏
者
が
共
に
置
か

れ
て
い
る
は
ず
の
視
覚
的
な
「
環
境
」、
あ
る
い
は

「
空
気
」。
そ
れ
が
時
と
し
て
音
楽
の
内
容
に
も
深

く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。
教
会
で
あ
れ
、
宮
廷

で
あ
れ
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
模
し
た
劇
場
で
あ

れ
、
は
た
ま
た
青
天
井
の
広
場
で
さ
え
、
そ
れ
ぞ

れ
の
「
場
」
に
応
じ
て
音
楽
は
変
化
し
、
音
楽
は

む
し
ろ
そ
の
「
場
」
の
た
め
に
書
か
れ
て
き
た
の

で
す
。
で
す
か
ら
「
場
」
は
、
音
楽
の
あ
り
様
を

規
定
す
る
根
本
的
な
概
念
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で

す
。一

九
世
紀
以
降
に
発
展
し
た
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー

ル
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
よ
う
な
発
想
か
ら
決
定

的
に
一
線
を
画
す
も
の
で
す
。
ど
ん
な
種
類
の
音

楽
で
あ
っ
て
も
、
一
様
に
同
じ
環
境
の
な
か
で
抽

象
化
し
、
音
楽
的
要
素
の
み
を
抽
出
し
て
聴
衆
の

前
に
提
示
す
る
。
こ
れ
が
、
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル

の
発
想
だ
か
ら
で
す
。

私
た
ち
の
新
奏
楽
堂
に
、
オ
ル
ガ
ン
建
造
の
鬼

才
ガ
ル
ニ
エ
と
ユ
ニ
ー
ク
な
音
響
設
計
に
よ
っ
て
、

す
ば
ら
し
い
環
境
が
完
成
し
た
時
、
私
は
、
こ
の

オ
ル
ガ
ン
＋
α
シ
リ
ー
ズ

「
場
」
と
結
び
つ
き
、「
場
」
に
供
せ
ら
れ
る
た
め
の
音
楽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
雅
明

芸
大
定
期
邦
楽

第
六
五
回
演
奏
会

未
来
へ
の
視
野
に
立
つ
伝
統
芸
術
の
生
き
様
　
　
　
　
　

野
村
四
郎

Geidai Tanshin 芸大★短信

秋から冬への奏楽堂 2002.11>>>2003.2

「オルガン＋αシリーズ」より ©竹原伸治

「オルガン＋αシリーズ」より ©竹原伸治

驚
く
べ
き
銘
器
の
価
値
を
最
大
限
に
発
揮
す
る
に

は
、
こ
の
オ
ル
ガ
ン
を
こ
の
ホ
ー
ル
か
ら
連
れ
出

す
し
か
な
い
、
と
思
っ
た
の
で
す
。
こ
の
オ
ル
ガ

ン
は
、
本
来
な
ら
北
欧
の
ど
こ
か
、
寒
風
吹
き
す

さ
ぶ
巨
大
な
カ
テ
ド
ラ
ル
の
尖
塔
の
下
に
あ
る
べ

き
も
の
。
あ
る
い
は
き
ら
び
や
か
な
宮
廷
の
真
っ

白
な
建
物
の
一
端
を
占
め
る
礼
拝
堂
に
鎮
座
す
べ

き
も
の
。
オ
ル
ガ
ン
を
連
れ
出
す
こ
と
が
叶
わ
ぬ

な
ら
、
こ
こ
で
演
奏
す
る
に
際
し
て
は
、
何
と
か

オ
ル
ガ
ン
音
楽
が
生
ま
れ
で
た
「
場
」
を
も
ろ
と

も
こ
こ
に
引
き
ず
っ
て
く
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
、

と
、
夢
見
た
の
で
し
た
。

そ
れ
が
、
オ
ペ
ラ
科
の
国
松
さ
ん
（
演
出
）
の

協
力
で
、
ひ
と
つ
の
形
と
な
っ
て
実
現
し
ま
し
た
。

オ
ル
ガ
ン
を
演
奏
す
る
時
に
は
、
た
だ
虚
し
く
横

た
わ
る
巨
大
な
ス
テ
ー
ジ
に
、
地
が
す
り
を
敷
き
、

柱
を
立
て
る
だ
け
で
も
、
そ
こ
に
は
あ
る
種
の

「
場
」
が
演
出
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で

な
く
、
役
者
の
海
堂
さ
ん
と
そ
の
仲
間
の
お
蔭
で
、

五
月
に
は
ブ
ク
ス
テ
フ
ー
デ
や
シ
ュ
ニ
ッ
ト
ガ
ー

が
登
場
し
ま
し
た
し
、
六
月
に
は
中
世
の
民
衆
が

現
れ
出
ま
し
た
。
ま
た
九
月
に
は
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ

宮
殿
の
貴
族
が
訪
れ
、
十
一
月
に
は
、
バ
ッ
ハ
の

妻
た
ち
の
思
い
出
話
を
聞
き
な
が
ら
、
オ
ル
ガ
ン

音
楽
の
真
骨
頂
を
味
わ
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

こ
の
企
画
は
、
立
派
な
現
代
風
コ
ン
サ
ー
ト
ホ

ー
ル
に
対
す
る
、
さ
さ
や
か
な
抵
抗
の
試
み
な
の

で
す
。
ま
だ
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
が
存
在
し
て
い

な
か
っ
た
頃
の
音
楽
を
、
如
何
に
し
て
コ
ン
サ
ー

ト
ホ
ー
ル
で
命
を
与
え
る
か
、
こ
れ
は
、
淡
水
魚

を
海
水
の
中
で
生
か
す
よ
り
、
は
る
か
に
難
し
い

こ
と
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

（
す
ず
き
・
ま
さ
あ
き
／
音
楽
学
部
古
楽
科
・

オ
ル
ガ
ン
科
助
教
授
）



定
期
演
奏
会
を
行
っ
て
い
る
が
、
六
月
で
は
伝
統

的
作
品
を
取
り
上
げ
、
ま
た
十
二
月
に
は
オ
リ
ジ

ナ
リ
テ
ィ
ー
の
あ
る
作
品
を
中
心
に
、
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
構
成
し
て
い
る
。

今
回
は
、
邦
楽
囃
子
「
三
番
叟
組
曲
」
・
尺
八

「
彩
画
」
・
箏
曲
「
瑞
祥
飛
天
―
奏
楽
堂
開
館
記

念
曲
―
」
な
ど
の
創
作
作
品
を
始
め
、
箏
曲
「
大

和
の
春
」
・
長
唄
「
雪
獅
子
」
の
近
代
の
作
品
に

加
え
、
日
本
舞
踊
・
常
磐
津
に
よ
る
「
千
代
の
友

鶴
」
・
能
楽
「
土
蜘
蛛
」
の
伝
統
的
作
品
を
網
羅

し
た
、
多
彩
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
な
っ
て
い
る
。

邦
楽
科
で
は
定
期
演
奏
会
開
催
当
初
か
ら
、

「
同
じ
舞
台
を
通
し
て
の
教
育
」
を
最
重
要
課
題

と
し
て
掲
げ
て
お
り
、
教
官
と
学
生
の
共
演
と
い

う
、
学
生
に
と
っ
て
は
有
意
義
で
、
貴
重
な
体
験

を
持
て
る
場
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
学

生
諸
君
の
卒
業
後
の
演
奏
活
動
に
も
、
大
い
に
有

益
と
な
る
と
思
う
。

近
年
邦
楽
科
で
は
、
各
講
座
が
互
い
の
ジ
ャ
ン

ル
を
乗
り
越
え
る
、
真
の
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
の
充
実

を
目
ざ
し
て
お
り
、
そ
の
総
決
算
と
し
て
本
年
五

月
に
は
、
演
奏
芸
術
セ
ン
タ
ー
、
並
び
に
美
術
学
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奏楽堂演奏会予定
（2002.11～2003.2）

11月 2日（土）
〝うた〝シリーズⅡ　
奏楽堂に響く声2002
第4日　Pleasure of Vocal Emsemble－
重唱の楽しみ－
17:00開演　1,800円（自由席）
［曲目］《サルヴェ・レジーナ》より（ペ

ルゴレージ）
《夕べの音楽》より（ロッシー
ニ）
《スペインの歌遊び》より 『最
初の出会い』ほか（シューマン）
《二重唱曲集》より 『渡り鳥
の別れの歌』 ほか（メンデルス
ゾーン）
四重唱曲《愛の歌》より（ブラ
ームス） ほか

［出演］伊原直子、鈴木寛一、多田羅迪
夫、近藤政伸、佐々木典子、日
比啓子、平松英子、大学院学生
ほか
東井美佳、奧　千歌子、鈴木真
里子、高木由雅、千葉かほる、
山口佳代　ほか（以上ピアノ）

11月 5日（火） 8日（金）
室内楽特別演奏会　～ハイドン弦楽
四重奏曲全曲演奏シリーズその4～
18:30開演 1,300円（自由席）
第1夜（5日）
［曲目］弦楽四重奏曲 変ホ長調 Hob.

Ⅱ:6（作品1-0）
ピアノ三重奏曲変イ長調Hob._
Ⅴ:14 ほか

［出演］クヮルテット エクセルシオ
（Vn.西野ゆか、遠藤香奈子 Va.
吉田有紀子 Vc.大友　肇）
Pf .青柳　晋　Vn .玉井菜採
Vc.河野文昭

第2夜（8日）
［曲目］弦楽四重奏曲ニ長調Hob.Ⅲ:42

（作品33-6）
弦楽四重奏曲ハ長調Hob.Ⅲ:72
（作品74-1）
ソプラノとオーケストラのための
カンタータ
《哀れな我ら、哀れな祖国》
Hob.XX Ⅳa:7 ほか

［出演］クヮルテットリベロ（東京芸術
大学大学院生）
（Vn.野村良子、徳永友美　Va.
中島悦子　Vc.中島恵子）
Sop.嶺 貞子　Sop.馬原裕子
Sop.辻 由美
オーケストラ：東京芸術大学教
官と大学院生

11月10日（日）
オルガン＋αシリーズ第4回
15:00開演　1,800円（自由席）
《バッハの思い出》 ふたりの妻、天国
でバッハを語る
［曲目］モテット『主に向かって新しき

歌を歌え』
プレリュードとフーガ ト長調
パッサカリアとフーガ ハ短調
アンナ・マグダレーナの音楽帖
より（以上J.S.バッハ） ほか

［出演］廣野嗣雄・鈴木雅明（オルガン）、
鈴木雅明（チェンバロ）三宮正
満（オーボエ）、
前田リリ子（フルート）、野々下
由香里（ソプラノ）、芸大声楽
アンサンブル

11月22日（金）

芸大定期合唱・
オーケストラ第301回
18:30開演　1,800円（自由席）
［曲目］『ドイツレクイエム』『アルトラ

プソディ』（J.ブラームス）
［ソリスト］永ł 京子（ソプラノ）、原田

圭（バリトン）『ドイツレク
イエム』
木下泰子（アルト）『アルト
ラプソディ』

［指揮］ハンス＝マルティン・シュナイ
ト

［合唱］東京芸術大学音楽学部声楽科学
生

［管弦楽］東京芸術大学管弦楽研究部
（芸大フィルハーモニア）

11月29日（金）
芸大定期オーケストラ第302回
～学生オーケストラ演奏会～
18:30開演　1,300円（自由席）
［曲目］交響詩「ドンファン」作品20

（R.シュトラウス）
交響曲第3番ヘ長調作品90（ブ
ラームス）

［指揮］佐藤功太郎、小田野宏之
［管弦楽］東京芸術大学音楽学部学生オ

ーケストラ

12月 3日（火）
芸大定期邦楽第65回
17:30開演　1,800円（自由席）
［曲目］邦楽囃子　「三番叟組曲」

日本舞踊・常磐津「千代の友鶴」
能楽「土蜘蛛」
箏曲「大和の春」
尺八「創作　彩画」
長唄「雪獅子」
箏曲「創作　瑞祥飛天　～奏楽
堂開館記念曲～」

［出演］各講座の教官及び学生

12月 4日（水）
芸大定期吹奏楽第68回
18:30開演　1,300円（自由席）
［曲目］ロメオとジュリエット（S.プロ

コフィエフ）
ルスランとリュドミラ序曲（グ
リンカ）
世界三大マーチ集Ⅳ ほか

［指揮］ゲルノート・シュマルフス
［演奏］東京芸術大学音楽学部管打楽器

専攻学生

12月14日（土）
御徒町中学と芸大生による演奏会
14:00開演入場無料
［曲目］未定
［指揮］未定
［演奏］御徒町中学校生徒と東京芸術大

学管打楽器専攻学生

1月25日（土）
ピュイグ・ロジェ先生追悼演奏会
18:00開演 1,800円（自由席）
［曲目］オルガン曲

三楽章の組曲（2曲とも ピュイ
グ・ロジェ）ほか
前奏曲集より 抜粋（メシア
ン）
ラ・ヴァルス（ラヴェル）ほか

［出演］今井奈緒子（オルガン）、佐久
間由美子（フルート）、吉野直
子（ハープ）、藤井一興（ピア
ノ）、向山佳絵子（チェロ）
ほか

2月12日（水）

芸大定期室内楽第29回
第1日
18:30開演　1,300円（自由席）

2月13日（木）
モーニングコンサート第12回
11:00開演　入場無料
［曲目］ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調

（F.リスト）
［ピアノ］山本佳澄
［曲目］ピアノ協奏曲第1番変ロ短調作

品23（P.チャイコフスキー）
［ピアノ］大川香織

2月13日（木）
芸大定期室内楽第29回　第2日
18:30開演　1,300円（自由席）

2月16日（日）
舞曲の系譜Ⅳ
15:00開演　1,800円（自由席）

2月23日（日）
楽器シリーズⅢ
15:00開演　1,800円（自由席）

※平成14年9月25日現在の予定表です。
今後、演奏会の曲目・出演者につい
ては、変更することがあります。

※演奏会の曲目、開演時間などの詳細
については、決定次第、大学ホームペ
ージで発表します。
http://www.geidai.ac.jp

※本学には駐車場はありませんので、お
車でのご来場はご遠慮ください。

※チケットの取り扱い
チケットぴあ03-5237-9990／東京文
化会館チケットサービス03-5815-
5452／東京芸大大学美術館ミュージ
アムショップ03-5685-1176

※上記の演奏会のほか、「学内演奏会」
の日程については、下記にお問い合わ
せください。

※チケット・演奏会などのお問い合わせ
先
演奏芸術センター演奏係
03-5685-7700

定期演奏会・特別演奏会予定

部
の
ご
協
力
を
得
て
、
本
学
奏
楽
堂
に
於
い
て

「
熊
野
の
物
語
」
を
上
演
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の

こ
と
は
邦
楽
科
有
史
以
来
の
快
挙
と
し
て
、
特
筆

す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

伝
統
芸
術
は
、
兎と

角か
く

「
古
い
」
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
が
強
い
が
、
未
来
へ
の
創
造
的
視
野
に
立
っ
て

今
日
に
開
花
し
て
こ
そ
、
伝
統
芸
術
の
生
き
様
で

あ
る
と
言
え
よ
う
。

（
の
む
ら
・
し
ろ
う
／
音
楽
学
部
邦
楽
科
教
授
）

芸大定期邦楽63回演奏会より 能「船弁慶」




