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た芸大 第4回 1931～1940年

1932

勲
章
で
飾
り
た
て
た
き
ら
び
や
か
な
正
装
の
こ
の
人
。
で
も

ど
う
も
あ
ま
り
似
あ
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
ち
ょ
っ
と
頑

固
お
や
じ
風
の
武
骨
な
素
朴
さ
が
た
だ
よ
う
。
美
校
の
四
代
目
の

校
長
、
正
木
直
彦
（
一
八
六
二
〜
一
九
四
○
）
で
あ
る
。
こ
の

正
木
が
、
一
九
三
二
年
三
月
、
在
任
じ
つ
に
三
十
一
年
に
お
よ

ん
だ
校
長
を
退
任
し
た
。
就
任
が
一
九
○
一
年
だ
か
ら
、
二
○

世
紀
の
三
分
の
一
も
美
校
を
率
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
顕
彰

し
て
建
て
ら
れ
た
の
が
、
今
も
あ
る
正
木
記
念
館
だ
（
一
九
三

五
年
竣
工
）。

実
際
の
人
と
な
り
は
、
い
た
っ
て
温
厚
で
公
平
だ
っ
た
ら
し
い
。

退
任
の
あ
い
さ
つ
で
は
、「
際
立
っ
た
こ
と
が
嫌
で
」「
何
で
も
事

柄
を
な
だ
ら
か
に
済
し
た
い
性
質
」
か
ら
、
在
任
が
長
く
な
っ
た

と
控
え
め
に
話
し
て
い
る
。
そ
ん
な
感
じ
だ
か
ら
、
二
代
目
校
長

の
岡
倉
天
心
（
一
八
六
二
〜
一
九
一
三
）
の
よ
う
な
、
人
間
味

た
っ
ぷ
り
の
逸
話
も
ほ
と
ん
ど
な
い
。
が
、
し
か
し
こ
の
二
人
、

じ
つ
は
一
八
六
二
（
文
久
二
）
年
生
ま
れ
の
同
い
年
だ
。
生
き

た
時
代
さ
え
違
う
感
じ
の
二
人
だ
が
、
早
熟
天
才
、
大
器
晩
成

そ
れ
ぞ
れ
に
、
時
代
を
背
負
う
自
分
の
役
割
を
は
っ
き
り
と
自
覚

し
て
い
た
点
で
は
、
た
し
か
に
共
通
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

明
治
維
新
（
一
八
六
八
）
年
以
降
、
一
九
世
紀
後
半
の
美
術

界
は
、
欧
化
主
義
・
国
粋
主
義
と
い
っ
た
政
府
の
方
針
を
め
ぐ

っ
て
、
西
洋
系
と
伝
統
系
、
そ
れ
ぞ
れ
の
な
か
で
の
新
旧
両
派
が
、

熾
烈
な
競
争
を
く
り
広
げ
て
い
た
。
二
○
世
紀
に
入
っ
て
よ
う
や

く
、
両
者
は
共
存
へ
と
向
か
う
。
そ
の
歴
史
を
美
校
で
は
、
前

者
の
一
九
世
紀
を
天
心
、
後
者
の
二
○
世
紀
を
正
木
が
背
負
っ

た
形
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
だ
か
ら
後
者
で
の
調
整
役
と
し
て
の

正
木
の
性
向
は
、
そ
れ
自
体
が
時
代
的
な
役
目
を
背
負
っ
て
い

た
。
在
任
が
長
く
な
っ
た
の
も
、
そ
れ
が
求
め
ら
れ
た
か
ら
だ
ろ

う
。
ま
だ
美
校
騒
動
（
一
八
九
八
年
）
の
余
韻
が
の
こ
る
就
任

早
々
、
辞
職
し
た
下
村
観
山
の
復
職
を
天
心
に
求
め
た
の
も
、
ま

た
退
任
ま
ぎ
わ
の
一
九
三
一
年
、
校
内
の
中
心
地
に
天
心
の
銅

像
を
建
て
た
の
も
、
正
木
だ
っ
た
。
そ
し
て
も
う
一
点
、
二
人
と

も
に
文
部
官
僚
出
身
の
校
長
だ
っ
た
こ
と
も
共
通
し
て
い
る
。
正

木
は
初
め
小
学
校
教
諭
を
し
て
、
そ
れ
を
や
め
て
か
ら
東
大
、
文

部
省
に
入
っ
た
た
め
、
天
心
と
は
重
な
っ
て
い
な
い
。
が
、
立
場

こ
そ
違
え
、
国
家
の
視
点
か
ら
美
術
を
考
え
る
立
場
に
あ
っ
た
点

で
は
同
じ
で
、
そ
の
意
味
で
の
共
感
も
あ
っ
た
ろ
う
。

実
際
、
正
木
ま
で
の
校
長
は
、
す
べ
て
官
僚
だ
っ
た
。
し
か
し
、

つ
な
ぎ
役
の
赤
間
信
義
（
文
部
省
）
を
経
て
、
二
ヵ
月
後
の
同

年
五
月
、
西
洋
画
科
教
授
の
和
田
英
作
が
新
校
長
に
な
っ
た
こ

と
は
、
美
校
史
上
の
画
期
と
な
る
で
き
ご
と
だ
っ
た
。
教
授
会
が

選
出
し
、
一
方
で
な
お
帝
国
美
術
院
長
の
職
に
あ
っ
た
正
木
が

推
薦
す
る
と
い
う
形
で
、
初
め
て
作
家
校
長
が
生
ま
れ
た
の
で
あ

る
。
和
田
は
、
岡
田
三
郎
助
と
と
も
に
長
く
黒
田
清
輝
を
補
佐

し
て
き
た
人
物
だ
。
作
家
校
長
と
い
う
意
味
で
は
、
こ
の
黒
田
が

最
初
で
も
お
か
し
く
な
か
っ
た
。
黒
田
は
、
正
木
に
勝
る
と
も
劣

ら
な
い
美
術
行
政
家
で
も
あ
っ
た
か
ら
だ
。
現
職
の
ま
ま
、
正
木

よ
り
早
い
二
代
目
の
帝
国
美
術
院
長
と
な
り
（
初
代
は
森
łR
外
）、

貴
族
院
議
員
に
も
な
っ
た
が
、
一
九
ニ
四
年
に
す
で
に
歿
し
て
い

た
。こ

の
和
田
英
作
を
最
初
と
し
て
、
と
く
に
民
主
化
と
大
学
自

治
が
進
め
ら
れ
た
戦
後
は
、
学
内
か
ら
学
長
が
選
出
さ
れ
て
い
く

こ
と
に
な
る
。

（
さ
と
う
・
ど
う
し
ん
／
美
術
学
部
芸
術
学
科
助
教
授
）

東京美術学校1932年

校長 正木直彦
最長不倒の在職31年

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』

正木直彦（在職1901年
8月～1932年3月）

岡倉天心（在職　1890年10月
～1898年3月）

黒田清輝（生没　1866年～
1924年）

和田英作（在職　1932年5月
～1936年6月）



19

1932
タイムカプセルに乗っ

く
さ
ん
育
て
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
す
る
と
、
世
界
の
東
端
に
ぽ
つ
ん
と
あ
る
日

本
に
来
て
、
プ
リ
ン
グ
ス
ハ
イ
ム
は
作
曲
専
攻
の
学
生
に
何
を
教

え
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
直
面
し
、
い
わ
ば
作
曲
の
本
家
か
ら

来
た
人
間
と
し
て
、
ま
ず
は
古
典
的
な
和
声
法
を
最
重
要
課
題

に
し
た
。
さ
ら
に
、
彼
は
同
時
代
の
Ｒ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
や
マ
ー

ラ
ー
に
至
る
ま
で
、
和
声
法
の
す
べ
て
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
、

阿
部
や
平
井
な
ど
は
こ
も
ご
も
、
先
生
の
授
業
は
「
画
期
的
」
だ

っ
た
と
語
っ
て
い
る
。

赴
任
四
年
後
の
一
九
三
五
年
、
彼
が
発
表
し
た
《
管
弦
楽
の

た
め
の
協
奏
曲
》
は
、
音
楽
学
校
の
学
生
た
ち
に
大
き
な
刺
激

を
与
え
た
。
そ
の
演
奏
は
日
比
谷
公
会
堂
か
ら
ラ
ジ
オ
で
実
況
中

継
さ
れ
た
。
し
か
し
、
初
演
と
同
時
に
出
版
さ
れ
た
楽
譜
の
序

文
で
、「
日
本
音
楽
の
直
感
と
伝
統
と
又
西
欧
音
楽
の
形
式
と
表

現
と
の
正
当
な
る
且
つ
未
来
あ
る
総
合
化
を
目
的
と
し
た
」
と
高

言
し
た
こ
と
が
、
物
議
を
醸
し
出
し
た
。
東
洋
風
の
と
ペ
ン
タ
ト

ニ
ッ
ク
と
「
バ
ッ
ハ
的
精
神
」
と
が
木
で
竹
を
接
い
だ
よ
う
に
繋

げ
ら
れ
て
い
る
、
と
批
判
す
る
記
事
が
相
次
い
だ
。

そ
こ
に
は
誤
解
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
そ
の
後
も
彼
は
誤
解
を

拡
大
す
る
よ
う
な
こ
と
を
し
続
け
た
。
原
因
は
彼
の
性
格
に
あ
っ

た
。
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
妻
に
な
っ
た
カ
チ
ャ
は
双
子
の
妹
で
、

彼
女
に
よ
れ
ば
、
兄
ク
ラ
ウ
ス
は
礼
儀
正
し
く
、
物
腰
が
柔
ら
か

だ
と
い
う
が
、
実
際
は
た
い
へ
ん
な
癇
癪
持
ち
で
あ
っ
た
。
プ
リ

ン
グ
ス
ハ
イ
ム
は
指
揮
を
し
て
い
る
と
き
も
、
下
手
な
演
奏
を
す

る
と
、
徹
底
的
に
こ
き
お
ろ
し
、「
ブ
タ
！
」
と
罵
る
こ
と
な
ど

日
常
茶
飯
事
だ
っ
た
と
い
う
。

と
は
い
え
、
彼
の
音
楽
へ
の
愛
、
教
育
へ
の
情
熱
は
掛
け
値

の
な
い
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
点
で
彼
は
、
日
本
で
初
め
て
ギ
リ
シ

ャ
・
ラ
テ
ン
の
根
本
か
ら
教
え
た
ラ
フ
ァ
エ
ル
・
フ
ォ
ン
・
ケ
ー

ベ
ル
に
似
て
い
る
。
二
人
と
も
長
い
滞
日
中
に
、
全
く
日
本
語

を
学
ぼ
う
と
し
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
い
て
学
生
の
教
育
に
は
、

ほ
か
の
一
切
を
忘
れ
て
没
頭
し
た
。

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

東京音楽学校1932年

プリングスハイムと
作曲部の創設
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」「森łR外とオペラ」

《管弦楽のための協奏曲》作品32出
版譜の扉（上）と自筆譜の冒頭部

幸
田
露
伴
は
妹
の
幸
田
延
が
い
よ
い
よ
ボ
ス
ト
ン
に
向
け
て

発
つ
と
き
、
一
八
八
九
（
明
治
二
二
）
年
、「
励
め
作
曲

者
、
励
め
作
曲
者
、
君
の
地
位
高
ま
ら
ず
ん
ば
明
治
の
新
音
楽

起
る
べ
か
ら
ず
。
励
め
作
曲
者
、
励
め
作
曲
者
、
君
の
権
利
伸

び
ず
ん
ば
明
治
の
新
音
楽
起
る
べ
か
ら
ず
」、
と
励
ま
し
た
。
初

の
官
費
音
楽
留
学
生
と
し
て
旅
立
つ
妹
に
、
演
奏
家
に
な
る
だ
け

で
な
く
、
将
来
は
作
曲
家
と
し
て
も
仕
事
を
し
て
く
れ
る
よ
う
、

願
っ
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
。

「
西
洋
文
化
は
受
入
れ
る
だ
け
で
な
く
、
受
容
し
た
文
化
を
土

台
と
し
て
創
作
す
る
側
に
立
て
！
」
と
い
う
の
は
、
受
容
が
は
じ

ま
っ
た
時
か
ら
日
本
人
の
熱
い
願
望
で
あ
っ
た
。
し
か
し
音
楽
学

校
に
、
作
曲
家
を
生
み
出
す
制
度
が
整
っ
た
の
は
、
一
九
三
二

年
（
昭
和
七
）
四
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
本
科
に
は

声
楽
部
と
器
楽
部
し
か
な
か
っ
た
が
、
つ
い
に
作
曲
部
が
誕
生
し

た
の
で
あ
る
。

そ
の
七
ヵ
月
前
の
一
九
三
一
年
九
月
、
プ
リ
ン
グ
ス
ハ
イ
ム
が

来
日
し
た
。
東
京
朝
日
新
聞
に
は
、「
ド
イ
ツ
楽
壇
に
名
を
有
す

る
ク
ラ
ウ
ス
・
プ
リ
ン
グ
ス
ハ
イ
ム
氏
は
去
る
八
日
上
野
東
京
音

楽
学
校
教
師
と
し
て
就
任
し
た
（
…
…
）。
氏
は
四
十
八
歳
の
老

成
し
た
音
楽
家
で
、
音
楽
理
論
、
指
揮
の
他
作
曲
は
マ
ー
ラ
ー
に

師
事
し
、
す
こ
ぶ
る
造
詣
深
く
、
又
オ
ペ
ラ
に
も
精
通
し
」
て
い

る
、
と
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
な
い
大
型
の
音
楽
家
が
来
た
と
い
う

記
事
で
あ
っ
た
。

プ
リ
ン
グ
ス
ハ
イ
ム
は
、
た
と
え
ば
指
揮
者
で
は
金
子
登
、
山

田
一
雄
、
歌
手
で
は
柴
田
陸
陸
、
長
門
美
保
、
作
曲
家
で
は
阿

部
幸
明
、
平
井
康
三
郎
な
ど
、
日
本
の
次
代
を
担
う
人
材
を
た

プリングスハイム（在職　1931年～
1937年）




