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れ
は
酷
だ
と
、
美
術
へ
の
断
ち
き
れ
ぬ
思
い
を
つ
づ
る
。
そ
し
て

大
陸
出
発
直
前
の
手
紙
で
は
、
ふ
と
見
た
姉
の
日
記
の
「
生
き

抜
い
て
、
七
度
生
ま
れ
て
絵
を
描
い
て
呉
れ
」
と
い
う
一
言
に
、

「
枯
れ
て
い
た
筈
の
涙
」
が
あ
ふ
れ
出
た
と
告
白
す
る
。
物
静
か

な
性
格
の
彼
は
、
戦
地
で
は
口
数
少
な
く
、
と
き
ど
き
手
帳
に

風
景
を
ス
ケ
ッ
チ
し
て
い
た
。
上
官
を
「
殿
」
づ
け
で
よ
ぶ
軍
隊

の
な
か
で
、
年
配
の
補
充
兵
は
、
彼
を
「
見
習
士
官
さ
ん
」
と

慕
っ
た
と
い
う
。（『
久
保
克
彦
遺
作
画
集
』
二
〇
〇
二
年
）。
美

校
卒
業
生
の
戦
没
者
は
、
わ
か
っ
た
だ
け
で
一
六
七
名
と
い
う
。

長
野
県
上
田
市
に
、
戦
没
画
学
生
の
遺
品
を
集
め
た
美
術
館
、

「
無
言
館
」
が
あ
る
。
作
品
は
、
幼
な
く
未
熟
な
も
の
も
あ
る
。

そ
れ
が
な
お
さ
ら
、
彼
ら
の
若
く
し
て
断
た
れ
た
思
い
を
強
く
す

る
。
来
館
者
は
年
配
の
人
が
多
か
っ
た
。
画
学
生
の
兄
弟
姉
妹

に
近
い
世
代
の
人
た
ち
だ
ろ
う
。
す
す
り
泣
き
の
聞
こ
え
る
美
術

館
を
、
私
も
初
め
て
見
た
。
で
も
世
代
を
こ
え
て
、
彼
ら
の
青
春

は
、
見
る
人
の
心
と
い
ま
を
、
鋭
く
問
い
え
ぐ
る
。

戦
時
中
の
美
校
は
、
そ
れ
で
も
自
由
を
伝
え
て
い
た
。
不
条

理
に
ど
な
り
、
な
ぐ
り
つ
け
る
軍
事
教
練
の
教
官
に
、
学
生
は
と

き
お
り
キ
レ
た
。
教
官
を
な
ぐ
り
返
し
、
刀
を
抜
い
た
教
官
に
追

い
回
さ
れ
た
り
、
逆
に
刀
を
奪
い
と
っ
て
追
い
回
し
た
り
。
軽
い

処
分
で
す
ん
だ
の
が
不
思
議
な
く
ら
い
の
逸
話
が
残
る
。
ま
た
友

の
出
征
を
見
送
る
上
野
駅
で
、
裸
踊
り
を
し
て
憲
兵
に
追
い
か

け
ら
れ
、
上
野
駅
へ
の
美
校
生
の
立
ち
入
り
が
禁
止
さ
れ
た
り
。

乱
暴
だ
が
、
ど
う
い
う
顔
を
し
て
友
を
送
っ
た
ら
い
い
の
か
わ
か

ら
な
か
っ
た
、
彼
ら
の
不
器
用
な
ナ
イ
ー
ブ
さ
が
伝
わ
る
。
〝
非

国
民
〞
ス
レ
ス
レ
の
無
軌
道
ぶ
り
。
で
も
そ
れ
が
、
自
由
や
平
和

を
望
み
、
戦
争
や
人
を
殺
す
の
は
イ
ヤ
だ
と
い
う
、
不
器
用
な
意

志
表
示
な
ら
、
む
し
ろ
そ
う
あ
っ
て
ほ
し
い
と
て
も
貴
重
な
も
の

に
思
え
る
。
国
民
で
あ
る
前
に
人
間
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
美
術

で
あ
る
な
ら
、
こ
の
戦
時
期
と
そ
の
人
々
を
、
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。

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

東京美術学校1944年

戦 争

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』

久保克彦　「正午あるいは真夏」145.0×234.5㎝
（卒業制作「図案対象」5点中の中央画面）1942年　東京芸術大学大学美術館蔵

美校石膏室の久保（遺作
画集より）

佐藤道信

湖
北
省
の
山
稜
に
、
一
発
の
銃
声
が
響
い
た
。
狙
撃
の
弾
は
、

最
後
尾
を
歩
い
て
い
た
若
い
見
習
士
官
の
側
頭
部
を
う
ち

ぬ
い
た
。
久
保
克
彦
、
二
四
歳
。
美
校
工
芸
科
図
案
部
卒
業
。

一
九
四
四
年
（
昭
和
十
九
年
）
七
月
十
八
日
、
彼
が
大
陸
に
転

属
と
な
っ
て
わ
ず
か
三
ヵ
月
、
三
度
目
の
交
戦
の
と
き
だ
っ
た
。

太
平
洋
戦
争
が
始
ま
っ
た
一
九
四
一
年
十
二
月
、
修
業
年
限

を
三
ヵ
月
短
縮
し
た
卒
業
式
が
行
わ
れ
た
。
翌
四
二
年
九
月
に
は
、

さ
ら
に
六
ヵ
月
を
短
縮
し
た
卒
業
式
が
行
わ
れ
る
。
久
保
は
、
そ

の
時
の
卒
業
生
の
一
人
だ
っ
た
。
卒
業
と
同
時
に
即
召
集
、
彼

ら
に
は
一
〇
日
後
の
入
営
が
待
っ
て
い
た
。
い
ま
教
室
に
な
ら
ん

で
い
る
学
生
さ
ん
た
ち
と
同
じ
顔
の
若
者
た
ち
が
、
戦
争
へ
と
か

り
出
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
。
い
ま
の
就
職
難
と
も
、
あ
ま
り
に
意

味
が
違
う
。
他
国
ま
で
行
っ
て
、
な
ぜ
他
国
の
人
を
殺
す
の
か
。

な
ぜ
人
は
殺
し
あ
う
の
か
。
そ
し
て
な
ぜ
自
分
は
死
な
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
か
…
…
。
敵
機
が
火
を
ふ
い
て
落
ち
て
い
く
彼
の
卒

業
制
作
に
は
、
背
後
に
人
力
飛
行
機
や
ヨ
ッ
ト
、
鶴
、
昆
虫
、
輸

送
船
、
ス
ク
リ
ュ
ー
な
ど
が
、
ご
ち
ゃ
ま
ぜ
に
シ
ュ
ー
ル
に
描
か

れ
て
い
る
。
お
ろ
か
な
文
明
、
人
間
。
進
歩
の
果
て
の
破
滅
。
彼

が
描
い
た
の
は
、
さ
さ
や
か
な
抵
抗
か
、
そ
れ
と
も
諦
観
か
。

卒
業
式
の
夜
、
同
級
生
十
余
人
は
、
別
れ
の
会
を
開
い
た
。
各

人
最
後
の
一
言
で
、
久
保
は
「
俺
は
一
兵
と
し
て
死
ぬ
」
と
言
う
。

し
か
し
、
入
営
直
前
の
姉
へ
の
手
紙
は
違
っ
た
。
会
う
た
び
に
小

さ
く
な
る
母
が
、
お
前
の
仕
事
を
見
た
か
っ
た
と
言
う
。
で
も
そ

無言館（窪島誠一郎『無
言館ノオト』集英社新書
2001年 より）

習
志
野
で
の
教
練
（
前
列
中

央
が
久
保
。『
久
保
克
彦
遺

作
画
集
』
よ
り
）
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タイムカプセルに乗っ

家
の
矢
代
秋
雄
は
四
〇
年
前
、
学
生
た
ち
を
早
く
も
こ
う
諭
し

て
い
た
。「
音
楽
家
も
、
よ
き
社
会
人
で
あ
る
た
め
に
は
、
音
楽

以
外
の
教
養
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
と
言
う
け
ど
、
ジ
ョ
ウ
ダ
ン
言

っ
ち
ゃ
い
け
な
い
。
こ
れ
は
ゼ
ン
ゼ
ン
話
が
逆
で
あ
る
。
私
な
ら
、

よ
き
社
会
人
に
な
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
よ
き
音
楽
家
に
な
り
な

さ
い
と
言
い
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。（
中
略
）
毎
日
、
毎
日
、
コ

ツ
コ
ツ
と
時
計
屋
み
た
い
に
仕
事
を
し
な
き
ゃ
」。
矢
代
は
大
好

き
な
時
計
職
人
の
喩
え
を
持
ち
出
し
て
、
付
け
焼
き
刃
の
「
サ
ア
、

教
養
つ
け
ま
シ
ョ
」
主
義
を
軽
蔑
し
た
。

一
九
四
九
年
二
月
に
行
わ
れ
た
音
楽
学
校
最
後
の
卒
業
演
奏

会
は
、
歴
史
の
節
目
と
し
て
意
義
深
い
。
戦
後
の
作
曲
界
を
リ

ー
ド
し
た
矢
代
秋
雄
と
黛
敏
郎
が
こ
の
年
に
卒
業
、
そ
れ
ぞ
れ
作

品
を
発
表
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
頃
学
窓
を
巣
立
っ
て
活

躍
を
始
め
た
作
曲
家
は
彼
ら
だ
け
で
は
な
い
が
、
二
人
の
出
発
は
、

明
治
か
ら
日
本
洋
楽
界
の
中
心
と
な
っ
て
き
た
音
楽
学
校
の
未

来
を
暗
示
す
る
よ
う
な
出
来
事
だ
っ
た
。

矢
代
は
《
ピ
ア
ノ
三
重
奏
曲
》、
黛
は
《
十
の
独
奏
楽
器
の
た

め
の
デ
ィ
ヴ
ェ
ル
テ
ィ
メ
ン
ト
》
を
、
ど
ち
ら
も
作
曲
者
自
身
が

ピ
ア
ノ
ニ
ス
ト
と
し
て
参
加
し
な
が
ら
発
表
し
た
。
作
曲
家
の
石

桁
真
礼
生
は
当
時
ま
だ
学
生
だ
っ
た
が
、
二
人
の
先
輩
の
作
品

か
ら
鮮
烈
な
印
象
を
受
け
た
。
の
ち
に
石
桁
は
矢
代
に
こ
う
語
っ

て
い
る
。「
黛
作
品
は
『
か
ぼ
ち
ゃ
畑
に
鰯
が
跳
ね
る
』
な
ら
、

君
の
作
品
は
『
か
ぼ
ち
ゃ
畑
に
か
ぼ
ち
ゃ
が
ご
ろ
ご
ろ
』
だ
よ
」、

と
。
黛
の
ジ
ャ
ズ
風
の
奇
抜
な
曲
に
対
し
、
矢
代
の
ア
カ
デ
ミ
ズ

ム
本
流
の
書
法
を
言
い
得
て
妙
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
批
評
家
の
山
根
銀
二
に
よ
る
と
、
こ
の
少
し
前
か

ら
音
楽
学
校
の
卒
業
演
奏
会
に
は
多
く
の
聴
衆
が
押
し
掛
け
る

よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
年
も
、
六
時
間
か
か
る
演
奏
会
の
立

ち
見
を
辞
さ
ぬ
人
々
で
、
立
錐
の
余
地
も
な
い
あ
り
さ
ま
だ
っ
た
。

重
要
な
音
楽
関
係
者
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
来
て
い
た
と
い
う
。

終
戦
直
後
、
岩
波
書
店
か
ら
出
さ
れ
る
難
し
い
哲
学
の
本
な
ど

が
飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
た
の
と
同
じ
く
、
戦
争
で
遮
断
さ
れ
て
い
た

洋
楽
に
接
す
る
機
会
を
求
め
て
、
い
わ
ば
飢
え
を
満
た
す
よ
う
に

人
々
は
や
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。

焼
土
か
ら
再
建
し
つ
つ
あ
っ
た
戦
後
日
本
に
と
っ
て
、
音
楽
学

校
の
卒
業
演
奏
会
は
、
文
化
的
空
白
を
埋
め
る
一
か
ら
の
出
発

点
で
あ
っ
た
。（

た
き
い
・
け
い
こ
／
演
奏
芸
術
セ
ン
タ
ー
助
手
）

東京音楽学校1949年

音校から
芸大音楽学部へ

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」「森鴎外とオペラ」

一
九
四
九
年
（
昭
和
二
十
四
年
）
は
、
音
楽
取
調
掛
設
置

か
ら
起
算
し
て
東
京
音
楽
学
校
の
創
立
七
〇
年
に
あ
た
り
、

そ
れ
は
音
楽
教
育
創
始
七
〇
年
と
い
う
こ
と
で
、
記
念
式
典
と
演

奏
会
が
一
年
早
く
、
一
九
四
八
年
秋
に
行
わ
れ
た
。「
七
〇
」
と

い
う
数
字
は
節
目
と
し
て
は
い
く
ら
か
中
途
半
端
に
思
わ
れ
る
が
、

学
校
側
に
は
区
切
り
を
つ
け
た
い
大
き
な
理
由
が
あ
っ
た
。
学
校

制
度
の
改
革
に
よ
り
、
一
九
四
九
年
五
月
に
な
る
と
音
楽
学
校

は
美
術
学
校
と
合
併
し
て
、
東
京
芸
術
大
学
に
昇
格
す
る
こ
と
が

す
で
に
決
定
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
音
楽
学
校
の
最
後
の
校

長
は
夏
目
漱
石
の
高
弟
、
小
宮
豊
隆
で
あ
っ
た
。
彼
は
技
術
優

先
の
音
楽
家
が
生
ま
れ
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
内
部
を
欠
い
た
外

部
」
が
は
び
こ
る
こ
と
を
恐
れ
、
こ
の
学
制
改
革
を
奇
貨
と
し
て
、

「
一
般
教
養
」
に
よ
っ
て
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。

し
か
し
歴
史
の
サ
イ
ク
ル
は
一
巡
り
し
て
、
近
年
、
戦
後
の

「
一
般
教
養
」
体
制
は
大
学
の
重
点
化
と
共
に
崩
壊
し
た
。
作
曲

同作品の自筆スコア
日本近代音楽館蔵。
なお、卒業演奏会にお
ける写真は、『東京芸術
大学百年史　演奏会篇
第二巻』797頁に掲載
されている。

黛敏郎の卒業作品は1950年に日比谷公会堂で再演された。フルート：
森正、オーボエ：鈴木清三、クラリネット：北爪利世、ファゴット：中
田一次、トランペット：中山富士雄、コントラバス：窪田基の以上6氏
は、卒業演奏会のときと同じメンバーだった。 写真提供　故中山富士
雄氏夫人/中山洋子氏

瀧井敬子

矢代秋雄作曲《ピアノ三重奏曲》スケッチ 日本近代音楽館蔵




