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GEIDAI Gallery

Vol. 10

「唐
も ろ

土
こ し

廿
に じ ゅ う し こ う

四孝」
「唐土廿四孝」の基は 24人の孝行者を描い
た文学で、元の時代、郭居敬が選んだ『全相
二十四孝詩選』が現存最古といわれている。
本書は歌川国芳による中判 24図の揃物で、
折本仕立となっている。刊行年・版元不明。
（附属図書館蔵）

3



GEIDAI Gallery Vol. 10

唐土廿四孝

Special Feature: Disability and Art

特集 ─ 大きく広がる「障がいとアーツ」の輪

松下 功

Professor Interview

同志対談 ─ 教員は語る　第 22回

尾登誠一×坂口寛敏

Visiting the Laboratory　Nihonga Studio No.3

研究室探訪　Vol. 9

日本画 大学院第三研究室

Student Interview

学生インタビュー　Vol. 1

杉山由香　岡本誠司　曽根光揮

2

5

12

16

20

22

26

29

31

30

目次

Interview with a Graduate

卒業生に聞く　第 9回

石井幹子

History of Geidai in Art and People

歴史を彩る人・作品
─ 総合芸術アーカイブセンターの研究から　第 1回

伊澤修二 東京音楽学校
初代校長の胸像をめぐって
橋本久美子

Topics　［2014.8 –2015.2］

News

編集後記

GEIDAI TSUSHIN 30

 藝大通信

 No.30

 GEIDAI TSUSHIN

 東京藝術大学広報誌
 藝大通信　第 30号

・ 編集発行
 東京藝術大学「藝大通信」編集部

・ 編集委員
 松下 計（美術学部デザイン科教授・編集長）
 八谷和彦（美術学部先端芸術表現科准教授）
 吉田浩之（音楽学部声楽科教授）
 鈴木純明（音楽学部作曲科准教授）
 磯見俊裕（大学院映像研究科映画専攻教授）
 大石 泰（演奏芸術センター准教授）

・ アートディレクター
 松下 計
・ 表紙デザイン
 松下 計
・ 撮影
 堀口宏明
 塚田史子（美術学部附属写真センター）
・ 制作
 株式会社 平凡社
・ 発行日
 平成 27年 3月 24日

・ お問い合わせ先
 東京藝術大学総務課
 〒 110-8714　東京都台東区上野公園 12-8

 電話 050-5525-2026

 FAX 03-5685-7760

 E-mail toiawase@ml.geidai.ac.jp

 URL  http://www.geidai.ac.jp/

4



大
き
く
広
が
る

「
障
が
い
と

ア
ー
ツ
」の
輪

特
集 

副
学
長 

松
下 

功

　
東
京
藝
術
大
学
で
は
、「
障
が
い
と
ア
ー
ツ
」
と

い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
主
催
し
、
二
〇
一
四
年
に

四
回
目
を
迎
え
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
障
が
い
を
持

つ
方
も
そ
う
で
な
い
方
も
、
分
け
へ
だ
て
な
く
一

緒
に
楽
し
む
こ
と
の
で
き
る
空
間
を
つ
く
り
、
多

く
の
人
た
ち
が
共
有
で
き
る
芸
術
の
新
し
い
姿
を

提
示
し
探
求
し
よ
う
と
す
る
大
切
な
事
業
で
す
。

例
年
、
音
楽
・
美
術
・
書
道
・
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
、

い
ろ
い
ろ
な
分
野
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
た
く
さ
ん

の
方
々
が
参
加
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
今
年
も

十
二
月
五
日
（
土
）・
六
日
（
日
）
に
開
催
し
ま

す
が
、
今
後
は
二
〇
二
〇
年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
も
視
野
に
入
れ
て
、
大
き

く
展
開
し
て
い
こ
う
と
い
う
計
画
で
す
。

　
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
中
心
に
な
っ
て
推
進
し

て
き
た
松
下
功
副
学
長
に
、
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う

な
活
動
を
繰
り
広
げ
、
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
に
展

開
し
て
い
き
た
い
か
、
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

Special Feature :  Disability and Art
大きく広がる「障がいとアーツ」の輪

「みんなで家をつくろう！」で完成した家を囲んで。前列右端は松下副学長。その左は宮廻正明社会連携センター長



の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
も
、
子
ど
も
た
ち
の
リ
ク
エ

ス
ト
に
応
え
て
、
ナ
マ
エ
さ
ん
は
い
ろ
い
ろ
な
絵
を

描
い
て
く
だ
さ
り
、
子
ど
も
た
ち
は
大
喜
び
で
し
た
。

　
「
上
手
に
描
こ
う
な
ん
て
思
わ
な
く
て
い
い
。
描

き
た
い
も
の
を
自
由
に
描
い
て
い
い
ん
だ
よ
」
と
ナ

マ
エ
さ
ん
は
言
い
ま
す
。
こ
う
し
た
経
験
に
よ
り
、

ふ
だ
ん
は
気
が
つ
か
な
い
自
分
の
才
能
を
発
見
す
る

の
で
す
ね
。
確
か
に
、
上
手
に
で
き
た
だ
け
で
は
面

白
く
あ
り
ま
せ
ん
。
失
敗
し
て
も
い
い
の
だ
と
い
う

勇
気
を
持
つ
こ
と
で
す
。
自
分
に
い
い
た
い
こ
と
が

あ
る
か
ど
う
か
、
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
大
切
。
そ
の

人
が
持
っ
て
い
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
引
き
出
す
の
が
、

本
当
の
教
育
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
授
業
で
は
、
美
術
と
音
楽
の
学
生
た
ち
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
分
野
を
生
か
せ
る
よ
う
な
さ
ま
ざ

ま
な
ア
イ
デ
ィ
ア
が
提
出
さ
れ
、
次
々
と
実
現
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
実
体
験
を
い
く
つ
も
行
っ
て
、

十
二
月
の
本
番
の
日
を
迎
え
る
の
で
す
。

　

一
般
に
「
障
が
い
と
ア
ー
ツ
」
と
い
う
と
、
障
が

い
者
に
聴
い
た
り
見
た
り
し
て
も
ら
う
演
奏
会
や
展

示
会
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
で
す
が
、
も
っ
と
踏
み
込

ん
で
、
障
が
い
者
も
舞
台
に
乗
っ
た
り
、
一
緒
に
絵

を
描
い
た
り
し
て
共
に
楽
し
む
こ
と
が
大
事
な
の
で

は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
何
か
を
教
え
る
と
い
っ

た
上
か
ら
目
線
で
は
な
く
、
同
じ
目
線
で
、
共
に
感

じ
合
い
、
楽
し
み
合
い
、
尊
敬
し
合
う
場
を
つ
く
り

た
い
。

　

ま
た
、
普
通
こ
う
し
た
イ
ベ
ン
ト
で
は
、
知
的
障

が
い
と
身
体
障
が
い
を
分
け
る
の
で
す
が
、
私
た
ち

は
そ
う
し
た
区
別
を
し
ま
せ
ん
。
コ
ン
サ
ー
ト
で
も

Special Feature :  Disability and Art

日
々
の
活
動
の
総
決
算

「
共
に
生
き
る
」
こ
と
を

め
ざ
す

　

二
〇
一
一
年
に
第
一
回
を
開
催
し
た
「
障
が
い
と

ア
ー
ツ
」
は
、
参
加
し
て
い
た
だ
く
方
々
も
次
第
に

増
え
、
文
化
庁
を
は
じ
め
、
い
く
つ
も
の
組
織
や
企

業
の
ご
協
力
を
い
た
だ
い
て
、
毎
年
新
た
な
試
み
を

行
っ
て
い
ま
す
。
二
〇
一
四
年
開
催
の
第
四
回
で
は
、

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
組
織
委

員
会
や
、
内
閣
府
の
方
々
、
ま
た
各
地
の
大
学
も
、

こ
の「
障
が
い
と
ア
ー
ツ
」に
た
い
へ
ん
興
味
を
持
っ

て
い
た
だ
い
て
、
多
く
の
方
々
に
い
ら
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
新
聞
や
雑
誌
な
ど
に
も
紹
介
さ
れ
て
一

般
の
方
々
に
も
知
ら
れ
、
活
動
の
輪
が
大
き
く
広

が
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

奏
楽
堂
を
、
舞
台
は
も
ち
ろ
ん
客
席
か
ら
ホ
ワ
イ

エ
ま
で
使
っ
て
開
催
す
る
「
障
が
い
と
ア
ー
ツ
」
の

企
画
は
、演
奏
藝
術
セ
ン
タ
ー
が
開
設
す
る
授
業「
障

が
い
と
ア
ー
ツ
」
を
受
講
す
る
美
術
・
音
楽
の
学
生

た
ち
と
共
に
、
四
月
か
ら
通
年
で
行
っ
て
き
た
活
動

の
総
決
算
の
場
で
も
あ
り
ま
す
。

　

授
業
で
は
障
が
い
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
た
め

の
研
究
を
行
い
、視
覚
障
が
い
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト

川か
わ

畠ば
た

成な
り
み
ち道

さ
ん
や
、
社
会
福
祉
法
人
愛
成
会
の
小こ

ば
や
し林

瑞み
ず

恵え

さ
ん
に
来
て
い
た
だ
い
て
、
障
が
い
と
芸
術
活

動
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
な
お
話
を
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
ま
た
、
愛
成
会
や
筑
波
大
学
附
属
大
塚
特
別

支
援
学
校
に
う
か
が
っ
て
演
奏
会
を
開
き
、
共
同
で

作
品
の
制
作
を
行
っ
て
交
流
を
深
め
て
き
ま
し
た
。

　

視
覚
障
が
い
の
画
家
エ
ム 

ナ
マ
エ
さ
ん
に
も
授

業
に
来
て
い
た
だ
き
、
ア
イ
マ
ス
ク
を
つ
け
た
「
め

か
く
し
お
え
か
き
」
を
体
験
し
て
み
ま
し
た
。
す
る

と
、
参
加
者
は
思
っ
て
い
た
以
上
に
う
ま
く
絵
が
描

け
た
こ
と
に
驚
い
た
の
で
す
。
開
催
当
日
、
会
場
で
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静
か
に
聴
く
だ
け
で
な
く
、
声
を
出
し
て
も
O
K
、

多
く
の
人
た
ち
に
そ
れ
ぞ
れ
、
体
験
し
て
ほ
し
い
の

で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
す
べ
て
の
障
が
い
者
と
共
に
表
現

す
る
こ
と
を
通
し
て
「
共
に
生
き
る
」
こ
と
を
め
ざ

し
、「
障
が
い
と
ア
ー
ツ
」
を
続
け
て
き
ま
し
た
。

　

忘
れ
も
し
ま
せ
ん
、
私
が
初
め
て
藝
大
で
授
業
を

し
た
日
、ク
ラ
ス
に
は
全
盲
の
ヴ
ィ
オ
ラ
専
攻
の
学
生

が
い
ま
し
た
。
彼
は
耳
が
も
の
す
ご
く
よ
く
て
、
才

能
も
あ
り
ま
す
が
、
彼
に
対
し
て
楽
譜
を
使
っ
て
講

義
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
す
べ
て
言
葉
と
音

で
わ
か
る
よ
う
に
説
明
し
ま
す
。
私
は
伝
達
と
表
現

と
い
う
も
の
の
重
要
性
を
改
め
て
教
え
ら
れ
ま
し
た
。

　

彼
は
盲
導
犬
を
連
れ
て
授
業
に
出
て
い
た
の
で
す

が
、
そ
う
す
る
と
み
ん
な
が
彼
の
こ
と
を
大
事
に
し

ま
す
。
ク
ラ
ス
の
気
持
ち
が
和
ん
で
、
と
て
も
い
い

雰
囲
気
に
な
っ
て
く
る
の
で
す
。
社
会
に
は
い
ろ
い

ろ
な
環
境
の
人
た
ち
が
い
て
、
共
に
生
き
る
こ
と
が

大
切
な
の
だ
、
と
深
く
思
い
ま
し
た
。
こ
れ
が
「
障

が
い
と
ア
ー
ツ
」
の
私
な
り
の
原
点
に
な
っ
て
い
る

の
で
す
。

　

障
が
い
を
持
っ
た
人
た
ち
は
、
ひ
と
り
で
は
難
し

く
と
も
、
一
緒
に
生
き
れ
ば
、
社
会
で
楽
し
く
生
き

て
い
け
ま
す
。
彼
ら
が
生
き
る
と
い
う
こ
と
を
大
切

に
し
、
そ
こ
か
ら
私
た
ち
が
学
ん
で
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
。

　

ま
た
、
い
ろ
い
ろ
な
国
の
人
た
ち
の
表
現
に
接
す

る
と
、
ど
ち
ら
の
技
術
が
上
か
、
な
ど
と
い
っ
た
こ

と
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
に
そ
れ
ぞ
れ
の
面
白

さ
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
う
し
た
互
い
の

文
化
、
互
い
に
生
き
て
い
る
意
義
を
認
め
合
う
こ
と

は
、
と
て
も
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
エ
ム 

ナ
マ
エ
さ

ん
も
、「
こ
の
世
界
に
は
技
術
を
超
え
る
も
の
が
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
、
人
々
の
心
に
本
物
の
感

動
を
引
き
起
こ
す
の
で
あ
る
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
「
障
が
い
と
ア
ー
ツ
」
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
人
た
ち

や
表
現
と
の
出
会
い
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
感
動
の

う
ち
に
多
く
の
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

第
三
回
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
障
が
い
者
に
よ
る
能
の

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
聴
覚
障
が
い
者
に
仕
舞
を

舞
っ
て
も
ら
っ
た
り
、
視
覚
障
が
い
者
に
謡
を
う

た
っ
て
も
ら
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
耳
の
聞
こ
え
な

い
人
が
ど
の
よ
う
に
リ
ズ
ム
を
と
っ
て
舞
う
の
か
、

こ
ち
ら
も
手
探
り
で
し
た
が
、
振
動
や
空
気
の
動
き

で
し
っ
か
り
リ
ズ
ム
が
わ
か
り
、
健
常
者
よ
り
も

ず
っ
と
優
れ
た
感
覚
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
学
び
ま

し
た
。
聞
こ
え
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
音
楽
が
わ
か

ら
な
い
、
味
わ
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
知
る

こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
失
わ
れ
た
も
の
に
対
し
て
、

ほ
か
の
感
覚
が
と
て
も
優
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
障
が

い
と
い
う
よ
り
は
、
ひ
と
つ
の
立
派
な
才
能
だ
ろ
う

と
思
い
ま
す
。

　

学
生
た
ち
が
今
、
経
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
、
こ
の
よ
う
な
作
品
や
人
間
、
生
活
と
の
出
会
い

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
授
業
で
イ
ベ
ン
ト
を
や
る

と
き
な
ど
、
実
は
活
動
し
て
い
る
私
た
ち
が
一
番
心

を
揺
さ
ぶ
ら
れ
て
い
る
。
一
緒
に
作
品
を
つ
く
り
上

げ
な
が
ら
、
毎
回
の
よ
う
に
胸
を
突
か
れ
る
よ
う
な

思
い
を
し
ま
す
。

　

こ
う
し
て
、「
障
が
い
者
に
学
ぶ
ア
ー
ツ
」
も
、

私
た
ち
の
大
切
な
モ
ッ
ト
ー
と
な
っ
て
い
ま
す
。
学

生
た
ち
の
絵
も
音
楽
も
、
技
術
的
に
は
世
界
的
な
レ

ヴ
ェ
ル
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
加
え
て
、
感

動
す
る
心
と
、
人
を
理
解
す
る
力
を
得
た
ら
、
も
っ

と
素
晴
ら
し
い
表
現
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。「
障

が
い
と
ア
ー
ツ
」
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
、
そ
う

し
た
こ
と
の
一
助
に
な
れ
ば
と
も
思
う
の
で
す
。

障
が
い
者
に
学
ぶ
ア
ー
ツ

大きく広がる「障がいとアーツ」の輪

（右ページ）右：奏楽堂の客席には、障がい者によるたくさんの作品が飾られた　左：「能の心～障がいを超えて」で、
特別支援学校の教師と藝大の学生とともに「猩々」を謡う視覚障がい者　（左ページ）右：「めかくしおえかき」に
参加した子どもたちと描いた絵を披露するエム ナマエさん　左：アイマスクをしておえかきに挑戦する子どもたち
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実
は
、
私
が
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
始
め
た
の
は
、

中
国
で
ダ
ウ
ン
症
の
画
家
に
出
会
っ
た
こ
と
が
き
っ

か
け
で
し
た
。
彼
は
羅ロ

忠ツ
ォ
ン

鎔ロ
ン

と
い
う
、
現
在
九
〇

歳
に
な
る
中
国
の
著
名
な
作
曲
家
の
息
子
さ
ん
で
、 

羅ロ

錚チ
ェ
ンと
い
い
ま
す
が
、
と
て
も
素
晴
ら
し
い
絵
を
描

く
天
才
で
す
。
誰
に
も
習
っ
た
こ
と
は
な
く
、
自
分

で
絵
を
描
き
始
め
た
の
で
す
。

　

二
〇
〇
〇
年
に
「
ア
ジ
ア
音
楽
週
間 2000 in 

横

浜
」
と
い
う
、
ア
ジ
ア
の
作
曲
家
が
一
〇
〇
人
ほ
ど

集
ま
っ
た
音
楽
祭
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
実
行

委
員
長
だ
っ
た
私
は
、
羅
錚
と
そ
の
家
族
を
呼
ん
で

展
覧
会
を
開
き
、
ま
た
演
奏
会
で
は
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー

の《
海
》を
聴
い
て
、こ
の
曲
を
描
い
た
彼
の
作
品
を

披
露
し
た
の
で
す
。
こ
の
音
楽
祭
は
大
成
功
で
し
た
。

　

そ
の
後
二
〇
一
一
年
に
、
彼
か
ら
日
本
に
来
た
い

と
い
う
希
望
が
あ
り
、そ
こ
で
「
障
が
い
と
ア
ー
ツ
」

の
第
一
回
を
計
画
し
て
羅
錚
さ
ん
に
登
場
し
て
も

ら
っ
た
の
で
す
。
こ
の
と
き
も
横
浜
と
同
じ
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
組
み
込
み
、
会
場
の
皆
さ
ん
か
ら
感
嘆
の
声

が
あ
が
り
ま
し
た
。

　
「
障
が
い
と
ア
ー
ツ
」
で
は
、
こ
れ
ま
で
中
国
、

韓
国
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
ベ
ト
ナ
ム
と
、
隣
の
国
々
で

あ
る
ア
ジ
ア
の
人
た
ち
と
交
流
を
深
め
て
き
ま
し
た
。

今
年
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
人
た
ち
を
呼
び
た
い
と
計
画

し
て
、
リ
サ
ー
チ
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

中
国
の
羅
錚
さ
ん
に
続
い
て
、
第
二
回
に
は
韓
国

か
ら
李イ

相サ
ン

宰ジ
ェ

と
い
う
視
覚
障
が
い
の
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト

奏
者
の
演
奏
と
、ダ
ウ
ン
症
や
自
閉
症
、身
体
障
が
い

の
人
た
ち
に
よ
る
伝
統
打
楽
器
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
「
タ

ム
テ
ィ
」
に
よ
る
サ
ム
ル
ノ
リ
も
披
露
さ
れ
ま
し
た
。

　

第
三
回
で
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
か
ら
伝
統
音
楽
の
演

奏
者
た
ち
、
第
四
回
に
は
、
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
身
体
障

が
い
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
チ
ョ
ン
・
バ
ン
・
ク
ィ
さ
ん

や
伝
統
楽
器
ダ
ン
バ
ウ
奏
者
の
グ
ェ
ン
・
タ
ン
・
ト
ゥ

ア
ジ
ア
の
人
た
ち
と

手
を
組
ん
で

ン
さ
ん
、
韓
国
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラH

E
A

R
T

S of 

V
ISIO

N
 C

H
A

M
B

E
R

 O
R

C
H

E
ST

R
A

に
来
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

こ
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
は
李
相
宰
さ
ん
が
率
い
る
、

韓
国
の
視
覚
障
が
い
者
と
健
常
者
合
同
に
よ
る
、
世

界
で
唯
一
の
室
内
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
で
す
。
譜
面
台
も

な
け
れ
ば
指
揮
者
も
い
ま
せ
ん
。
互
い
の
音
や
呼
吸

を
感
じ
取
っ
て
合
わ
せ
、
素
晴
ら
し
い
演
奏
を
聞
か

せ
て
く
れ
ま
す
。
コ
ン
サ
ー
ト
最
後
の
ア
ン
コ
ー
ル

で
は
場
内
の
照
明
を
す
べ
て
落
と
し
て
、
真
っ
暗
な

中
で
演
奏
を
続
け
て
も
ら
い
ま
し
た
。
こ
れ
に
は
皆

さ
ん
感
動
し
て
涙
を
流
し
て
い
ま
し
た
。

　
「
障
が
い
と
ア
ー
ツ
」
に
参
加
し
て
く
だ
さ
っ
た

多
く
の
方
々
か
ら
、
感
動
と
賛
同
の
声
が
届
い
て
い

ま
す
。
障
が
い
児
を
持
っ
た
韓
国
の
お
母
さ
ん
は
、

「
こ
ん
な
に
感
動
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の

子
が
生
ま
れ
て
よ
か
っ
た
。
こ
の
子
が
人
生
最
大
の

幸
せ
を
も
っ
て
き
て
く
れ
た
」
と
い
う
言
葉
を
寄
せ

て
く
れ
ま
し
た
。

上：「聞こえる色～音を色に変えて」では、藝大フィルハーモニアの演奏に連動して、藝大アー
トイノベーションセンターによる色彩豊かな映像が投影された　右下：「みんなで家をつくろ
う！」に参加し、絵を描くベトナムのデザイナー、チョン・バン・クィさん　中下：韓国のオー
ケストラ HEARTS of VISION CHAMBER ORCHESTRA。右手前クラリネットを吹くのがリー
ダーの李相宰さん　左下：ダウン症の書家、金澤翔子さんが「藝」の字を力強く揮毫する

大きく広がる「障がいとアーツ」の輪
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私
た
ち
は
、
藝
大
と
い
う
、
創
作
者
や
研
究
者
を

養
成
す
る
場
所
か
ら
出
発
し
て
い
ま
す
か
ら
、
芸
術
、

表
現
を
中
心
に
活
動
を
広
め
、
す
べ
て
の
人
が
集
ま

る
こ
と
の
で
き
る
機
会
、
皆
さ
ん
に
感
動
し
て
も
ら

い
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
考
え
る
機
会
を
つ
く
り
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

現
在
、「
障
が
い
と
ア
ー
ツ
」
の
取
り
組
み
に
対

す
る
理
解
と
賛
同
、
協
力
の
輪
が
広
が
っ
て
き
て
い

ま
す
。
二
〇
二
〇
年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ

リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
の
と
き
に
は
、
欧
米
の
国
々
も
含

め
た
大
き
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
で
き
る
と
い
い
な
と

希
望
を
も
っ
て
い
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
や

人
た
ち
が
参
加
し
て
渦
を
巻
く
よ
う
な
、
大
き
な
動

き
に
し
て
い
き
た
い
の
で
す
。

上：ゴール・ボールの選手でロンドン・パラリンピックの金メダリ
スト欠端瑛子さんのトーク。お話を聞くのは松下副学長　
下：聴覚障がいを持つ人たちがステージに上がって、楽器の音を身
体で感じて楽しむ「見える音～オーケストラの中に入ろう！」

羅錚さんが松下副学長作曲の作品を聴いて描いた絵を前に、左から
松下副学長、羅錚さん、父親の羅忠鎔さん

Special Feature :  Disability and Art

二
〇
二
〇
年
を
め
ざ
し
て

　

障
が
い
者
を
は
じ
め
と
す
る「
ア
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
ッ

ト
」（
生き

の
芸
術
）
の
作
品
展
を
二
〇
二
〇
年
に
都

美
術
館
な
ど
で
開
き
た
い
と
、
舛
添
都
知
事
が
議
会

で
述
べ
て
い
ま
す
。
藝
大
が
こ
う
し
た
芸
術
活
動
の

中
心
に
な
れ
た
ら
素
晴
ら
し
い
。
そ
の
こ
ろ
に
は
藝

大
に
も
障
が
い
を
持
つ
人
た
ち
が
普
通
に
入
学
し
て

き
て
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
育
っ
て
い
く
、
と
い
っ
た

状
況
に
な
っ
て
ほ
し
い
。
障
が
い
者
の
表
現
が
特
別

な
こ
と
で
は
な
く
、
当
た
り
前
の
こ
と
に
な
っ
て
ほ

し
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
「
障
が
い
と
ア
ー
ツ
」
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

深
く
理
解
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
宮
田
亮
平
学
長
も
、

「〈
生
き
て
い
る
〉
と
い
う
こ
と
を
大
切
に
し
て
、〈
共

に
生
き
る
〉
社
会
を
つ
く
っ
て
い
き
た
い
、
多
く
の

皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
い
た
だ
い
て
、
一
緒
に
新
し
い

歴
史
を
つ
く
っ
て
い
き
た
い
」と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　
「
障
が
い
と
ア
ー
ツ
」
は
、
今
年
も
十
二
月
五
日

（
土
）・
六
日
（
日
）
に
開
か
れ
ま
す
。
ぜ
ひ
皆
さ
ん

で
参
加
し
て
い
た
だ
き
、
素
晴
ら
し
い
感
動
と
体
験

に
な
り
ま
す
よ
う
、
願
っ
て
お
り
ま
す
。
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上：東京都立八王子盲学校（中等部）への支援で、電動ロクロで
制作する生徒に手を添える本校の学生
下：2015 年 2 月開催の東京都公立学校美術展覧会で展示された
芸術教育推進事業の作品

　

二
〇
〇
七
〜
二
〇
〇
八
年
に
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働

省
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
「
障
害
者
ア
ー
ト
推
進
の
た
め
の

懇
談
会
」
の
と
り
ま
と
め
を
受
け
、
二
〇
〇
八
年
度
〜

二
〇
〇
九
年
度
に
か
け
て
実
施
さ
れ
た
、
文
部
科
学
省
の

東
京
都
教
育
委
員
会
へ
の
委
嘱
事
業
「
東
京
都
に
お
け
る

発
達
障
害
等
支
援
・
特
別
支
援
教
育
総
合
推
進
事
業
」
に

お
け
る
「
芸
術
系
大
学
生
派
遣
に
よ
る
特
別
支
援
学
校
芸

術
教
育
推
進
事
業
」
に
対
し
て
美
術
学
部
は
協
力
し
、
美

術
教
育
研
究
室
の
若
手
教
員
や
大
学
院
生
・
卒
業
生
等
を

中
心
に
、
東
京
都
立
特
別
支
援
学
校
の
美
術
の
授
業
や
部

活
動
で
生
徒
の
制
作
活
動
を
支
援
し
て
き
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
国
の
事
業
は
実
施
形
態
の
変
更
に
よ
り
継
続

さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
二
〇
一
一
年
度
に
東
京
都
の
単

独
事
業
「
都
立
特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
芸
術
教
育
の
推

進
充
実
事
業
」
が
立
ち
上
げ
ら
れ
、
以
後
、
美
術
教
育
研

究
室
は
実
施
に
協
力
、
東
京
都
教
育
委
員
会
に
よ
り
指
定

さ
れ
た
特
別
支
援
学
校
三
校
に
お
い
て
、
美
術
学
部
の
若

手
教
員
や
大
学
院
生
等
が
美
術
の
専
門
性
を
活
か
し
た
制

作
支
援
に
あ
た
っ
て
い
ま
す
。
国
の
事
業
か
ら
継
続
し
て

六
年
目
と
な
る
本
年
度
は
、
知
的
障
害
の
生
徒
に
加
え
、

視
覚
障
害
、
聴
覚
障
害
の
生
徒
も
対
象
と
な
り
、
各
学
校

の
美
術
科
教
員
と
協
力
し
な
が
ら
制
作
支
援
活
動
を
行
っ

て
き
ま
し
た
。

　

二
〇
一
三
年
度
に
は
、
文
化
庁
・
厚
生
労
働
省
に
よ
る

「
障
害
者
の
芸
術
活
動
へ
の
支
援
を
推
進
す
る
た
め
の
懇

談
会
」
で
中
間
と
り
ま
と
め
が
示
さ
れ
た
の
を
受
け
、
美

術
学
部
は
金
沢
美
術
工
芸
大
学
と
連
携
し
て
、「
平
成

二
六
年
度
文
化
庁　

次
代
の
文
化
を
創
造
す
る
新
進
芸
術

家
育
成
事
業
」
に
お
い
て
「
障
害
者
の
芸
術
活
動
を
支
援

す
る
新
進
芸
術
家
育
成
事
業
と
そ
の
育
成
を
芸
術
系
大
学

に
お
い
て
行
う
基
盤
構
築
の
た
め
の
調
査
事
業
」
に
取
り

組
み
、
障
害
者
の
美
術
活
動
を
支
援
で
き
る
若
手
芸
術
家

の
育
成
と
、
そ
の
育
成
を
芸
術
系
大
学
が
行
っ
て
い
く
た

め
の
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

美
術
学
部
の

特
別
支
援
学
校
へ
の

支
援
活
動

大きく広がる「障がいとアーツ」の輪
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Professor Interview

portrait photos by horiguchi hiroaki

同
志
対
談

学
部
の
四
年
間
、
同
じ
山
岳
部
で

厳
し
い
訓
練
と
楽
し
い
山
の
時
間
と
を
、

共
に
過
ご
し
た
尾
登
教
授
と
坂
口
教
授

―

お
二
人
と
も
、
山
で
の
得
が
た
い
経
験
が
、

創
造
活
動
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
と
吐
露
す
る
。

相
当
危
な
い
状
態
で
し
た
ね
。
そ
の
後

佐
藤
さ
ん
と
私
は
油
画
の
教
員
に
な
り
、

佐
藤
さ
ん
が
「
行
く
ぜ
ー
」
と
言
っ
た
ら
、

ち
ょ
っ
と
待
て
よ
、
と
慎
重
に
な
る
の

が
私
の
役
目
に
な
り
ま
し
た
（
笑
）。

尾
登
　
救
援
隊
と
い
う
か
、
暗
い
中
、

仲
間
が
迎
え
に
来
ま
し
た
よ
ね
。

坂
口
　
そ
の
前
五
～
六
月
に
三
ツ
峠
の

岩
山
で
合
宿
し
た
り
。

尾
登
　
富
士
山
で
の
雪
上
訓
練
、
滑
落

停
止
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
も
一
緒
だ
っ
た
。

坂
口
　
冬
山
で
必
要
な
技
術
を
習
得
す

る
た
め
、
十
一
月
か
ら
十
二
月
に
か
け

て
富
士
山
の
吉
田
大
沢
で
合
宿
が
あ
っ

て
、
こ
れ
が
ま
た
厳
し
い
。
基
本
的
な

技
術
は
一
年
半
ほ
ど
や
り
ま
し
た
ね
。

尾
登
　
そ
れ
か
ら
当
時
、
音
楽
学
部
キ

ャ
ン
パ
ス
の
奥
の
ほ
う
に
レ
ン
ガ
棟
の

部
室
が
あ
っ
て
、
そ
の
外
壁
の
周
り
を

岩
壁
ト
ラ
バ
ー
ス
に
見
立
て
て
、
登
攀

の
基
本
動
作
で
あ
る
三
点
確
保
で
グ
ル

グ
ル
這
っ
て
い
た
。

坂
口
　
レ
ン
ガ
の
壁
に
は
、
手
の
指
が

入
る
ぐ
ら
い
の
穴
を
先
輩
た
ち
が
掘
っ

山
岳
部
の
厳
し
い
訓
練

坂
口
　
尾
登
先
生
も
僕
も
、
一
九
六
九

年
に
入
学
し
て
す
ぐ
山
岳
部
に
入
っ
て
、

山
に
も
何
回
か
一
緒
に
登
り
ま
し
た
ね
。

尾
登
　
剣
岳
で
迷
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

坂
口
　
そ
う
、
私
た
ち
が
新
人
の
と
き

の
剣
岳
夏
山
合
宿
で
し
た
。
四
年
生
た

ち
が
リ
ー
ダ
ー
で
大
勢
の
一
年
生
新
人

を
引
き
連
れ
、
午
前
は
三
ノ
窓
の
雪
渓

で
雪
上
訓
練
を
行
い
、
午
後
は
各
パ
ー

テ
ィ
ー
に
分
か
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
違
っ

た
ル
ー
ト
か
ら
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
に
帰

る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
ん
で
す
ね
。
午

後
に
な
る
と
土
砂
降
り
の
雷
雨
に
な
っ

た
。
ち
ょ
っ
と
し
た
切
れ
間
が
で
き
た

の
で
、
私
た
ち
の
リ
ー
ダ
ー
だ
っ
た
佐

藤
一
郎
さ
ん
が
「
行
く
ぜ
ー
」
と
言
っ

て
、
私
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
だ
け
歩
き
は

じ
め
た
ん
で
す
が
、
霧
も
出
て
道
に
迷

っ
て
し
ま
い
、
夕
方
近
く
ま
で
さ
ま
よ

っ
て
か
ら
下
り
て
き
ま
し
た
。
急
峻
な

雪
渓
の
下
方
で
滝
の
音
が
し
て
い
て
、

足
を
滑
ら
す
と
も
う
だ
め
、
と
い
っ
た

尾
登
誠
一

美
術
学
部
デ
ザ
イ
ン
科
機
能
・

演
出
研
究
室
　
教
授

坂
口
寛
敏

美
術
学
部
絵
画
科
油
画
　
教
授
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張
っ
た
と
き
は
す
ご
か
っ
た
。
強
風
に

あ
お
ら
れ
て
鉄
の
大
鍋
が
ボ
ー
ン
と
吹

き
飛
ば
さ
れ
る
ん
で
す
よ
。
登
っ
て
い

て
も
突
風
で
体
が
フ
ワ
ー
ッ
と
浮
く
。

午
後
に
な
る
と
雪
が
シ
ャ
ー
ベ
ッ
ト
状

に
な
っ
て
ア
イ
ゼ
ン
も
効
か
な
い
。
そ

ん
な
折
、
プ
ロ
の
ス
キ
ー
ヤ
ー
が
ア
イ

ゼ
ン
ワ
ー
ク
に
失
敗
し
て
頂
上
か
ら
滑

落
し
た
こ
と
が
あ
っ
て
、
藝
大
の
山
岳

部
に
協
力
要
請
が
あ
り
ま
し
た
。
冬
場

の
富
士
山
は
本
当
に
怖
い
で
す
よ
。

坂
口
　
あ
れ
は
三
年
生
ぐ
ら
い
だ
っ
た

か
し
ら
ね
。
富
士
吉
田
か
ら
登
っ
て
五

合
目
の
佐
藤
小
屋
の
と
こ
ろ
が
森
林
限

界
と
い
っ
て
、
そ
こ
へ
出
る
と
す
ご
い

風
な
ん
で
す
。
風
が
通
り
過
ぎ
る
ま
で

待
っ
て
上
が
っ
て
み
る
と
、
も
う
い
く

つ
か
テ
ン
ト
ご
と
飛
ば
さ
れ
て
い
て
、

て
あ
る
。
で
、
壁
の
下
に
あ
る
石
組
み

に
足
を
置
い
て
、
壁
の
穴
に
手
を
か
け

て
カ
ニ
の
よ
う
に
横
這
い
で
何
周
も
回

る
ん
で
す
。

尾
登
　
ザ
ッ
ク
の
中
に
レ
ン
ガ
を
詰
め

て
、
階
段
を
上
っ
た
り
下
り
た
り
の
体

力
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
も
あ
り
ま
し
た
。

坂
口
　
不
忍
池
の
ほ
う
ま
で
一
周
マ
ラ

ソ
ン
し
て
、
途
中
の
神
社
の
階
段
を
ダ

ッ
と
駆
け
上
が
っ
た
り
、
体
力
づ
く
り

で
す
ね
。
授
業
が
終
わ
る
と
部
室
に
集

ま
っ
て
は
こ
う
し
た
訓
練
を
し
ま
し
た
。

僕
は
ロ
ッ
ク
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
が
好
き
で

し
た
か
ら
、
ひ
た
す
ら
カ
ニ
で
（
笑
）。

恐
ろ
し
い
山
の
事
故

尾
登
　
富
士
山
の
五
合
目
に
テ
ン
ト
を

相
当
な
事
故
だ
っ
た
で
す
ね
。

尾
登
　
集
中
豪
雨
も
怖
い
で
す
。
テ
ン

ト
は
水
場
に
近
い
と
こ
ろ
に
張
る
で
し

ょ
う
。
と
こ
ろ
が
山
の
雨
は
い
わ
ゆ
る

鉄
砲
水
と
な
っ
て
、
あ
っ
と
い
う
間
に

水
か
さ
が
増
え
る
。

坂
口
　
僕
ら
も
経
験
し
て
い
ま
す
ね
。

黒
部
川
か
ら
唐
松
岳
の
ル
ー
ト
で
中
洲

に
テ
ン
ト
張
っ
て
い
て
寝
て
い
る
と
、

ゴ
ロ
ン
ゴ
ロ
ン
と
音
が
す
る
の
で
目
を

覚
ま
す
と
す
ご
い
濁
流
に
な
っ
て
い
て
、

こ
っ
ち
に
水
が
や
っ
て
来
る
。
危
う
く

流
れ
の
弱
い
と
こ
ろ
か
ら
向
こ
う
岸
に

飛
び
の
い
て
、
助
か
り
ま
し
た
。

尾
登
　
山
で
は
い
ろ
い
ろ
な
状
況
判
断

が
必
要
で
す
ね
。
気
象
図
に
よ
る
天
候

把
握
は
原
則
で
す
が
、
や
は
り
現
場
で

の
勘
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
山
で
経

験
を
積
む
と
い
う
こ
と
は
、
勘
を
研
ぎ

澄
ま
す
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
。

坂
口
　
僕
が
リ
ー
ダ
ー
を
し
た
経
験
で

い
う
と
、
事
例
の
勉
強
も
大
事
で
す
ね
。

ど
う
い
う
ル
ー
ト
を
と
っ
た
と
き
に
雪

崩
に
遭
っ
て
い
る
か
、
ど
ん
な
状
況
で

土
砂
災
害
に
遭
っ
て
い
る
か
。
ほ
か
の

山
岳
会
な
ど
の
遭
難
報
告
書
を
見
る
と
、

と
て
も
勉
強
に
な
り
ま
す
。

時
代
に
反
抗
し
て
山
岳
部
へ

尾
登
　
僕
の
高
校
時
代
は
、
美
術
部
長

で
あ
り
な
が
ら
ス
ポ
ー
ツ
が
好
き
で
、

山
も
難
し
い
も
の
よ
り
は
沢
登
り
な
ど

を
よ
く
や
っ
て
い
ま
し
た
。

坂
口
　
僕
も
福
岡
の
出
身
な
の
で
そ
ん

な
に
高
い
山
に
登
っ
た
こ
と
は
な
か
っ

た
。
た
だ
、
藝
大
に
入
っ
て
自
由
に
芸

術
を
や
る
前
に
、
何
か
生
死
に
か
か
わ

る
体
験
を
し
な
い
と
何
も
わ
か
ら
な
い

ん
じ
ゃ
な
い
か
、
っ
て
い
う
思
い
が
あ

っ
た
ん
で
す
。
当
時
の
学
生
運
動
な
ど

も
半
分
足
を
突
っ
込
ん
で
い
た
り
し
た

の
で
、
い
き
な
り
芸
術
を
や
る
な
ん
て

と
ん
で
も
な
い
と
。
体
を
鍛
え
て
命
が

け
で
何
か
や
ら
な
い
と
、
と
思
っ
て
厳

し
い
山
岳
部
に
入
っ
た
わ
け
で
す
。

尾
登
　
僕
ら
が
入
学
し
た
七
〇
年
代
は

学
生
運
動
が
あ
る
程
度
終
息
し
て
き
て
、

「
三
無
主
義
」
と
い
う
言
葉
が
流
行
り

ま
し
た
。
無
気
力
、
無
関
心
、
無
責
任

の
世
代
と
い
わ
れ
ま
す
。
逆
に
そ
の
反

動
で
、
ノ
ン
ポ
リ
で
あ
り
な
が
ら
も
、

ぬ
る
ま
湯
に
浸
か
る
の
で
は
な
く
、
ち

ょ
っ
と
危
険
を
冒
し
て
何
か
試
し
た
い

と
い
う
気
持
ち
は
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

当
時
の
大
学
山
岳
部
は
人
数
が
多
く
て
、

例
え
ば
剣
岳
の
夏
山
合
宿
で
は
い
ろ
い

ろ
な
大
学
が
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
を
張
る

ん
で
す
が
、
そ
こ
で
は
野
営
す
る
各
大

学
が
エ
ー
ル
交
換
し
た
り
、
も
う
都
会

と
同
じ
よ
う
な
テ
ン
ト
村
だ
っ
た
。

　
藝
大
の
山
岳
部
は
そ
の
風
体
か
ら
し

て
一
目
で
わ
か
り
ま
し
た
ね
。
流
行
り

の
き
れ
い
な
山
支
度
じ
ゃ
な
く
て
、
例

え
ば
お
や
じ
の
股
引
き
を
ち
ょ
ん
切
っ

て
帽
子
に
す
る
と
か
、
な
ん
か
工
夫
す

る
わ
け
で
す
よ
ね
（
笑
）。

坂
口
　
自
前
で
つ
く
っ
て
き
ち
ゃ
う
。

大
学
に
は
そ
れ
ぞ
れ
カ
ラ
ー
が
あ
り
ま

し
た
。
東
京
農
大
な
ど
は
サ
バ
イ
バ
ル

的
に
用
意
周
到
。
京
大
山
岳
部
は
、
装

備
な
ん
か
ど
う
で
も
や
っ
て
や
る
ぞ
、

み
た
い
な
感
じ
。
藝
大
の
女
子
も
個
性

的
で
目
立
っ
て
い
ま
し
た
。

尾
登
　
藝
大
の
山
岳
部
は
、
山
を
征
服

す
る
と
い
う
こ
と
に
増
し
て
、
自
然
と

一
体
と
な
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま

す
よ
ね
。

坂
口
　
そ
う
。
登
っ
て
い
る
途
中
も
、

苦
し
い
ん
だ
け
ど
、
景
色
と
か
ち
ら
っ

ち
ら
っ
と
見
な
が
ら
ね
。
そ
れ
で
テ
ン

ト
場
に
着
い
て
テ
ン
ト
で
食
事
し
た
り

す
る
、
そ
う
い
う
と
き
の
楽
し
く
新
鮮

な
感
じ
が
、
も
う
何
に
も
変
え
ら
れ
な

い
体
験
で
し
た
。
そ
れ
が
創
作
す
る
う

え
で
の
一
つ
の
土
台
に
も
な
っ
て
い
る
。

尾
登
　
藝
大
山
岳
部
で
は
先
輩
・
後
輩

と
い
う
縦
関
係
は
ほ
か
よ
り
も
ゆ
る
く

て
、
ほ
か
の
大
学
に
見
ら
れ
た
ヒ
エ
ラ

ル
キ
ー
の
中
で
の
し
ご
き
も
な
か
っ
た
。

そ
れ
も
特
色
で
し
ょ
う
ね
。
も
ち
ろ
ん
、

遭
難
の
経
験
か
ら
し
っ
か
り
し
た
組
織
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尾
登
　
マ
ッ
ト
の
上
で
雑
魚
寝
だ
し
、

冬
は
石
油
暖
房
で
し
た
が
、
山
小
屋
は

相
当
冷
え
る
。
お
酒
で
体
を
温
め
、
会

話
が
弾
む
こ
と
も
山
小
屋
で
の
楽
し
み

方
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

坂
口
　
自
炊
で
す
か
ら
、
食
料
を
全
部

担
い
で
持
っ
て
い
き
ま
す
。
風
呂
は
な

い
け
ど
、
き
れ
い
で
お
い
し
い
水
が
引

い
て
あ
る
。

尾
登
　
黒
沢
ヒ
ュ
ッ
テ
は
、
山
に
抱
か

れ
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
時
間
の
中
、
自

然
と
一
体
と
な
れ
る
環
境
と
雰
囲
気
が

い
い
で
す
ね
。
デ
ザ
イ
ン
科
I
D
（
機

能
系
デ
ザ
イ
ン
）
の
場
合
は
、
研
究
室

の
伝
統
行
事
で
山
岳
ゼ
ミ
と
い
う
の
が

体
制
は
あ
っ
て
、
そ
れ
を
き
っ
ち
り
守

り
な
が
ら
い
ろ
い
ろ
な
科
の
い
ろ
い
ろ

な
学
生
が
訓
練
し
て
い
る
。
厳
し
い
と

い
う
感
じ
よ
り
も
、
と
て
も
心
地
よ
か

っ
た
で
す
ね
。

黒
沢
ヒ
ュ
ッ
テ
と
山
岳
ゼ
ミ

坂
口
　
長
野
県
大
町
市
に
黒
沢
ヒ
ュ
ッ

テ
が
建
て
ら
れ
た
の
は
一
九
六
〇
年
で

す
が
、
ま
も
な
く
小
屋
の
あ
た
り
が
鹿

島
槍
ス
キ
ー
場
に
な
っ
て
リ
フ
ト
も
で

き
た
。
ス
キ
ー
に
は
抜
群
の
環
境
な
の

で
、
山
岳
部
員
だ
け
じ
ゃ
な
く
一
般
に

も
開
放
さ
れ
ま
し
た
。

あ
っ
て
、
一
九
六
三
年
の
一
回
目
か
ら

現
在
ま
で
つ
づ
い
て
い
ま
す
。
上
野
の

杜
で
や
る
ゼ
ミ
と
違
っ
て
、
山
に
こ
も

る
逃
げ
場
の
な
い
ゼ
ミ
で
す
。
テ
ー
マ

は
例
え
ば
、
人
工
的
行
為
で
あ
る
デ
ザ

イ
ン
が
自
然
と
ど
う
向
き
合
え
ば
よ
い

の
か
、
あ
る
い
は
デ
ザ
イ
ン
の
社
会
に

向
け
た
ス
タ
ン
ス
と
か
、
自
然
観
を
ベ

ー
ス
に
、
原
理
的
な
問
題
を
じ
っ
く
り

と
議
論
し
あ
っ
た
こ
と
が
、
と
て
も
印

象
に
残
り
ま
す
。

坂
口
　
僕
は
油
画
で
し
た
が
、
研
究
室

の
先
生
が
山
の
風
景
が
大
好
き
な
野
見

山
暁
治
先
生
で
し
た
の
で
、
何
度
も
山

小
屋
に
お
連
れ
し
ま
し
た
。
先
生
の
ス

ケ
ッ
チ
に
同
行
し
た
り
、
ス
キ
ー
の
手

ほ
ど
き
も
行
い
ま
し
た
が
、
高
い
と
こ

ろ
に
行
く
に
し
た
が
っ
て
師
弟
の
立
場

が
逆
転
す
る
こ
と
を
、
先
生
は
お
も
し

ろ
が
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
登
山
と
は
別

に
い
ろ
い
ろ
な
科
や
学
外
の
方
が
オ
ー

ル
シ
ー
ズ
ン
で
利
用
し
て
い
ま
し
た
ね
。

尾
登
　
山
岳
ゼ
ミ
は
例
年
十
月
や
十
一

月
、
紅
葉
の
美
し
い
時
期
に
行
わ
れ
ま

す
。
ま
た
夜
は
満
天
の
星
の
観
照
も
格

別
で
す
。
漆
黒
の
夜
空
の
星
屑
の
多
さ

に
学
生
た
ち
は
み
な
感
激
す
る
ん
で
す
。

小
屋
の
外
で
シ
ュ
ラ
フ
に
も
ぐ
り
こ
み
、

寒
い
の
に
ず
ー
っ
と
星
を
見
て
い
る
学

生
も
い
ま
し
た
。
後
で
聞
く
と
、
心
の

洗
濯
で
す
と
い
っ
て
い
ま
し
た
。

坂
口
　
周
囲
に
は
キ
ノ
コ
類
や
山
菜
も

け
っ
こ
う
豊
富
だ
し
、
イ
ワ
ナ
も
い
る

ん
で
す
。
そ
れ
を
い
ろ
い
ろ
採
っ
て
き

て
食
べ
る
。
こ
れ
が
ま
た
お
い
し
い
。

山
登
り
と
創
造
の
い
と
な
み

坂
口
　
卒
業
し
て
か
ら
、
尾
登
先
生
は

イ
タ
リ
ア
、
僕
は
ド
イ
ツ
に
勉
強
に
行

っ
た
ん
で
す
。
僕
は
、
黒
沢
ヒ
ュ
ッ
テ

に
一
番
近
い
鹿
島
槍
ヶ
岳
に
よ
く
登
っ

た
の
で
す
が
、
自
分
の
体
力
と
青
春
を

か
け
て
登
っ
た
日
本
の
山
の
ス
ケ
ー
ル

と
、
憧
れ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
ル
プ
ス

の
ス
ケ
ー
ル
と
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
が

違
う
の
だ
ろ
う
と
、
と
て
も
興
味
が
あ

り
ま
し
た
。
実
際
に
、
見
た
目
や
ス
ケ

ー
ル
感
を
体
験
し
て
み
る
と
、
結
局
、

日
本
の
山
も
相
当
い
い
ス
ケ
ー
ル
感
だ

な
と
い
う
の
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　
と
い
う
の
も
、
実
は
登
山
と
芸
術
の

世
界
と
が
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
て
く
る

ん
で
す
よ
。
西
洋
画
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が

本
山
で
す
か
ら
、
自
分
が
日
本
で
勉
強

し
て
身
に
つ
け
た
も
の
が
偽
物
な
の
か

本
物
な
の
か
、
現
地
で
実
際
に
確
認
し

て
み
た
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
結

果
は
山
と
同
じ
で
、
日
本
で
あ
ろ
う
と

外
国
で
あ
ろ
う
と
、
そ
こ
に
自
分
が
介

在
す
れ
ば
、
変
わ
り
が
な
い
こ
と
が
わ

か
り
ま
し
た
。

尾
登
　
イ
タ
リ
ア
遊
学
で
印
象
的
だ
っ

た
の
は
、
イ
タ
リ
ア
人
は
と
に
か
く
主

体
的
デ
ザ
イ
ン
に
こ
だ
わ
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
自
己
の
中
で
自
由
に
テ
ー
マ

を
探
る
（ricercare 

＝
リ
チ
ェ
ル
カ

ー
レ
）。「
こ
れ
以
上
の
モ
ノ
が
自
分
に

で
き
れ
ば
デ
ザ
イ
ン
す
る
が
、
自
信
が

な
け
れ
ば
そ
の
必
要
は
な
い
。
い
ま
あ

る
よ
い
モ
ノ
を
使
え
ば
い
い
の
だ
か

ら
」
と
い
う
姿
勢
で
す
。
イ
タ
リ
ア
の

デ
ザ
イ
ン
の
ク
ォ
リ
テ
ィ
は
、
デ
ザ
イ

ナ
ー
個
々
が
持
つ
、
モ
ノ
づ
く
り
の
理

念
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
い
ま
す
。
と

こ
ろ
が
、
三 

年
ぐ
ら
い
住
む
と
、「
イ

タ
リ
ア
も
日
本
も
変
わ
ら
な
い
な
」
と

い
う
心
境
に
行
き
着
く
。
で
も
、
違
い

Professor Interview

学生時代に鹿島槍ヶ岳山頂にて。
後列右から坂口教授、一人おいて尾登教授。1969 年
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尾登誠一（おのぼり・せいいち）
美術学部デザイン科機能・演出研究室教授

尾登誠一教授

1948 年埼玉県生まれ。73 年東京藝術大学美術学部工
芸科インダストリアル・デザイン専攻卒業。（伊）ジョ
ルジオ・デクルス デザインオフィス、（株）デザインオ
フィス BACS 勤務。85 年「鳥の声を聴くための道具」
でデザインフォーラム銅賞、91 年（株）デザインスタ
ジオスパイラル開設。G マーク審査員、日本デザイン学
会副会長、日本色彩学会理事を歴任。著書に『色彩楽の
すすめ』（岩波アクティブ新書）。2002 年より現職。

坂口寛敏（さかぐち・ひろとし）
美術学部絵画科油画教授

坂口寛敏教授

1949 年福岡県生まれ。73 年東京藝術大学美術学部絵
画科油画専攻卒業。75 年同大学大学院美術研究科修士
課程絵画専攻修了。76 年ドイツ・ミュンヘンに渡り、
83 年ミュンヘン美術アカデミー絵画科卒業。2007 年
個展「パスカルの庭・都市軸・時間軸」。13 年表参道画
廊にて「Field of Silence」。1973 年大橋賞。99 年現代
日本彫刻展で東京国立近代美術館賞。2003 年より現職。

こ
に
発
電
所
を
造
っ
て
い
い
の
？
」
と

い
う
の
も
、
こ
の
「
勘
」
だ
と
思
う
ん

で
す
。
デ
ザ
イ
ン
の
基
本
は
こ
の
生
物

生
息
勘
が
ベ
ー
ス
に
あ
っ
て
、
命
を
守

る
と
か
、
生
物
が
生
き
る
た
め
の
条
件

を
勘
で
察
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

人
間
を
自
然
の
一
部
と
し
な
い
発
想
に

は
思
い
上
が
り
が
あ
り
、
時
と
し
て
し

っ
ぺ
返
し
を
受
け
る
。
自
然
は
そ
ん
な

に
甘
く
な
い
。
と
て
も
や
さ
し
く
美
し

い
が
、
人
間
を
一
瞬
で
抹
殺
す
る
厳
し

さ
を
も
持
っ
て
い
る
。
僕
は
山
岳
部
に

入
っ
て
、
こ
う
し
た
自
然
が
秘
め
て
い

る
さ
ま
ざ
ま
な
力
や
、
そ
の
関
係
性
を

知
り
、
そ
れ
が
デ
ザ
イ
ン
観
に
連
な
っ

て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
い
ま
す
。

坂
口
　
山
は
登
っ
た
高
さ
だ
け
下
り
て

こ
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
そ
れ
で
初
め
て

登
山
に
な
る
の
で
す
。
い
つ
も
自
分
が

出
発
し
た
地
点
、
ゼ
ロ
次
元
に
戻
っ
て

こ
な
い
と
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
初
め

て
、
人
間
は
物
が
見
え
て
く
る
の
で
す

ね
。
山
登
り
は
そ
の
最
た
る
修
行
の
場

と
も
い
え
ま
す
。
登
っ
て
く
る
こ
と
で

初
め
て
、
美
し
さ
と
苦
し
さ
を
経
験
し
、

自
然
の
恐
ろ
し
さ
に
敬
意
を
表
せ
る
よ

う
に
な
る
。
自
然
の
中
で
の
人
間
の
営

は
あ
っ
て
、
そ
れ
は
条
件
に
振
り
回
さ

れ
ず
自
分
で
テ
ー
マ
を
設
定
で
き
る

「
心
の
余
裕
」
だ
と
気
づ
く
わ
け
で
す
。

違
い
は
自
己
と
他
者
の
関
係
性
に
対
す

る
意
識
の
違
い
で
あ
り
、
個
と
し
て
大

き
く
現
象
を
観
る
と
い
う
こ
と
に
お
い

て
差
は
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
自

然
観
は
重
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
ま
た
外
国
に
在
っ
て
気
づ
く
こ
と
は
、

日
本
人
の
繊
細
さ
。
こ
れ
は
日
本
人
独

特
の
美
意
識
で
、
恐
ら
く
自
然
の
中
の

季
節
の
移
ろ
い
を
感
じ
る
と
こ
ろ
か
ら

き
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
例
え

ば
落
葉
の
瞬
間
は
、
温
度
と
か
風
の
ぐ

あ
い
と
か
を
植
物
が
セ
ン
サ
リ
ン
グ
し

て
ハ
ラ
ッ
と
落
ち
る

―
そ
う
し
た
こ

と
へ
の
驚
き
で
す
。
自
然
に
は
そ
う
い

う
瞬
間
美
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
山
小

屋
で
そ
う
し
た
自
然（
大
い
な
る
他
者
）

へ
の
気
づ
き
を
経
験
し
た
こ
と
は
、
亡

く
な
ら
れ
た
恩
師
小
池
岩
太
郎
先
生
の

「
デ
ザ
イ
ン
は
愛
で
あ
る
」
と
い
う
言

葉
に
す
ん
な
り
つ
な
が
り
、
行
動
の
基

点
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
ん
で
す
。

　
生
物
が
自
然
の
中
で
生
き
る
感
覚
。

三
・
一
一
以
降
、
僕
は
こ
れ
を
「
生
物

生
息
勘
」と
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば「
こ

み
が
生
み
出
し
た
感
性
、
と
い
う
も
の

が
日
本
の
文
化
の
特
徴
で
、
そ
れ
は
日

本
の
芸
術
や
創
造
的
な
営
み
と
一
体
と

な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　
尾
登
先
生
の
お
っ
し
ゃ
る
季
節
の
移

ろ
い
も
、
毎
年
四
シ
ー
ズ
ン
が
め
ぐ
っ

て
ゼ
ロ
に
戻
っ
て
い
く
の
で
、
ど
の
時

期
も
平
等
に
鮮
や
か
に
な
る
。
こ
こ
が

日
本
の
素
晴
ら
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
あ

え
て
「
自
分
」
を
主
張
し
な
く
て
も
自

然
と
寄
り
添
っ
て
い
れ
ば
、
大
き
な
変

化
に
そ
の
都
度
出
会
え
る
。
こ
れ
は
と

て
も
豊
か
な
恵
み
な
ん
じ
ゃ
な
い
で
し

ょ
う
か
。

　
一
方
、
西
洋
の
文
化
は
、
自
己
の
確

立
と
そ
の
解
放
と
い
え
ま
す
か
ら
、
日

本
の
持
っ
て
い
る
も
の
と
西
洋
的
な
文

脈
を
い
か
に
統
合
し
な
が
ら
国
際
的
な

ス
テ
ー
ジ
で
表
現
す
る
か

―
こ
れ
が

僕
ら
の
命
題
で
す
ね
。

尾
登
　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
僕
ら
が
山

に
登
っ
た
経
験
は
、
ア
ー
ト
や
デ
ザ
イ

ン
と
い
う
も
の
に
、
深
い
と
こ
ろ
で
影

響
を
与
え
て
い
る
よ
う
で
す
ね
。
藝
大

生
た
ち
よ
、
も
っ
と
山
小
屋
を
利
用
し

て
く
だ
さ
い
。

坂
口
　
科
を
超
え
て
素
晴
ら
し
い
出
会

い
を
生
む
ク
ラ
ブ
活
動
が
、
今
後
も
学

園
生
活
を
豊
か
に
し
つ
つ
盛
ん
に
な
る

こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

2002 年、黒沢ヒュッテで開かれた山岳ゼミの面々。
前列右の黒い帽子が尾登教授
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精
確
き
わ
ま
り
な
い
模
写

　

天
井
が
高
く
、
北
側
の
大
き
な
窓
か
ら
光
を
い
っ

ぱ
い
に
取
り
入
れ
た
、
制
作
ア
ト
リ
エ
の
よ
う
な
研

究
室
で
は
、
四
人
の
学
生
た
ち
が
机
に
向
か
っ
て
細

か
く
絵
筆
を
動
か
し
、
二
人
の
留
学
生
が
大
作
の
制

作
に
余
念
が
な
い
。

　

こ
こ
は
日
本
画
大
学
院
第
三
研
究
室
。
現
在
、
手

塚
雄
二
教
授
、
吉
村
誠
司
准
教
授
、
廣
瀬
貴
洋
講
師

を
中
心
に
、
松
岡
歩
、
上
野
高
、
繭
山
桃
子
の
教
育

研
究
助
手
と
い
う
体
制
で
、
修
士
一
年
六
人
、
二
年

四
人
、
博
士
一
〜
三
年
が
一
人
ず
つ
と
、
計
一
三
人
が

学
ん
で
い
る
。
修
士
課
程
で
は
、
古
典
作
品
の
模
写

を
主
軸
に
し
て
同
時
に
制
作
も
進
め
て
お
り
、
博
士

課
程
で
は
制
作
が
中
心
と
な
る
。
学
生
た
ち
は
、
全

員
美
術
学
部
で
日
本
画
を
専
攻
し
て
き
た
学
生
ば
か

り
。訪
問
し
た
教
室
は
修
士
一
年
の
六
人
の
ク
ラ
ス
だ
。

　

こ
の
研
究
室
で
行
う
模
写
は
現
状
模
写
と
い
っ
て
、

絵
柄
だ
け
で
な
く
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
紙
の
シ
ワ
や
瑕
、

全
体
の
濃
淡
な
ど
も
描
き
写
す
と
い
う
、
た
い
へ
ん
精

度
の
高
い
も
の
。
現
在
手
が
け
て
い
る
の
は
出
光
美
術

館
所
蔵
の
国
宝
「
伴
大
納
言
絵
巻
」。
平
安
時
代
の
人

び
と
の
様
子
を
生
き
生
き
と
描
い
た
傑
作
で
あ
る
。

　

現
状
模
写
は
、
ま
ず
原
寸
大
の
写
真
に
薄
美
濃
紙

を
あ
て
て
上
げ
写
し
を
行
う
。上
げ
写
し
と
は
、ち
ょ

う
ど
ア
ニ
メ
の
セ
ル
画
を
つ
く
る
と
き
の
よ
う
に
、

あ
て
た
和
紙
を
何
回
も
繰
り
返
し
め
く
っ
て
、
寸
分

た
が
わ
ず
に
転
写
す
る
こ
と
。
ご
く
細
い
筆
と
油
煙

墨
を
使
う
集
中
力
を
要
す
る
丹
念
な
作
業
で
、
失
敗

が
許
さ
れ
な
い
一
番
重
要
な
工
程
だ
。
た
と
え
ば
、

ご
く
細
か
い
線
を
き
れ
い
に
描
き
写
す
に
は
、
筆
で

線
を
引
く
の
で
は
な
く
、
点
を
打
っ
て
線
の
形
を
出

す
。
こ
う
し
た
作
業
が
一
日
で
ど
の
く
ら
い
進
む
か

と
い
う
と
、
最
大
で
五
百
円
硬
貨
一
枚
程
度
の
範
囲

だ
か
ら
、
辛
抱
の
い
る
仕
事
だ
。
一
枚
を
写
し
取
る

の
に
半
年
は
か
か
る
そ
う
だ
。

　

上
げ
写
し
が
終
わ
る
と
、
強
度
を
保
つ
た
め
本
紙

と
同
じ
薄
美
濃
紙
で
裏
打
ち
し
、
パ
ネ
ル
に
張
り
込

ん
で
彩
色
作
業
に
入
る
。
彩
色
に
は
岩
絵
具
や
水す
い

干ひ

絵
具
、
染
料
な
ど
、
実
物
に
使
わ
れ
て
い
た
と
推
定

さ
れ
る
絵
の
具
を
慎
重
に
吟
味
し
て
使
用
す
る
。
彩

色
作
業
で
は
、
所
蔵
先
の
厚
意
で
二
年
間
で
計
四
回

に
わ
た
っ
て
国
宝
の
現
物
と
比
較
し
て
色
調
を
合
わ

せ
る
と
い
う
、
め
っ
た
に
得
ら
れ
な
い
贅
沢
で
貴
重

な
体
験
も
で
き
る
。
国
宝
を
前
に
し
た
作
業
は
、
も

の
す
ご
く
緊
張
す
る
と
い
う
。

　

こ
う
し
て
二
年
間
か
け
て
よ
う
や
く
一
枚
が
完
成

す
る
。「
学
生
た
ち
が
仕
上
げ
た
も
の
は
、
原
画
と

並
べ
て
展
示
し
て
も
、
ど
ち
ら
が
本
物
か
わ
か
ら
な

い
ほ
ど
パ
ー
フ
ェ
ク
ト
な
も
の
で
す
。
こ
こ
ま
で
で

き
る
の
は
、
こ
の
研
究
室
だ
け
で
す
」
と
手
塚
教
授

は
胸
を
張
る
。

自
分
で
方
法
を
見
つ
け
出
す

　

こ
の
よ
う
に
た
い
へ
ん
高
度
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
必

要
と
す
る
模
写
だ
が
、
そ
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
先
生
が
い

ち
い
ち
学
生
に
教
え
る
と
い
う
方
法
は
と
ら
な
い
。

「
何
か
ら
何
ま
で
教
え
て
し
ま
っ
た
ら
、
そ
れ
は
学

生
の
勉
強
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
自
分
た
ち
が
考
え
、

間
違
っ
て
も
い
い
か
ら
や
っ
て
み
る
こ
と
が
大
切
な

の
で
す
」。

　

正
解
は
唯
ひ
と
つ

―
原
画
と
ま
っ
た
く
同
じ
も

の
に
す
る
、
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
方
法
は
ひ
と
つ

に
限
ら
ず
い
く
つ
あ
っ
て
も
よ
い
。
そ
こ
で
学
生
た

ち
は
、
ど
う
し
た
ら
望
む
結
果
が
得
ら
れ
る
か
、
自

分
で
一
所
懸
命
考
え
な
が
ら
作
業
に
臨
む
。

　
「
技
の
伝
達
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
で

な
く
〈
考
え
る
力
〉
を
身
に
つ
け
て
ほ
し
い
。
学
生

の
自
発
性
を
最
も
大
切
に
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、

一
番
も
の
を
教
え
な
い
学
科
で
す
ね
」。
こ
れ
は
学

部
の
と
き
か
ら
の
一
貫
し
た
教
育
方
針
で
も
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
や
迷
う
こ
と
が

あ
っ
た
ら
、
先
生
や
助
手
の
人
に
相
談
す
る
わ
け
だ

が
、
も
う
ひ
と
つ
大
き
な
援
軍
が
あ
る
。
そ
れ
は
先

輩
た
ち
が
残
し
て
く
れ
た
何
冊
も
の
ノ
ー
ト
だ
。

　

こ
の
ノ
ー
ト
に
は
、
模
写
の
技
術
に
つ
い
て
先
生

や
先
輩
の
助
手
た
ち
か
ら
受
け
た
講
義
内
容
を
は
じ

め
、
実
際
に
ど
こ
を
ど
の
よ
う
な
方
法
で
模
写
し
た

か
、
ま
た
、
工
夫
や
編
み
出
し
た
方
法
な
ど
が
、
と

き
に
は
写
真
入
り
で
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

を
参
照
す
る
と
、
問
題
解
決
の
ヒ
ン
ト
が
得
ら
れ
た

り
、
先
輩
た
ち
が
苦
労
し
た
跡
も
わ
か
り
、
と
て
も

勉
強
に
な
る
わ
け
だ
。

　

現
在
模
写
の
作
業
を
続
け
て
い
る
学
生
た
ち
も
、

自
分
で
試
行
錯
誤
し
た
り
、
新
た
な
方
法
を
編
み
出

し
た
り
し
た
、
そ
の
工
程
や
結
果
を
ノ
ー
ト
に
書
き

込
ん
で
後
輩
に
残
し
て
い
く
。
こ
の
研
究
室
の
歴
史

は
長
い
の
で
、
こ
う
し
た
ノ
ー
ト
に
よ
る
ノ
ウ
ハ
ウ

の
蓄
積
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
学
ぶ
者
に
と
っ
て
は
ま

さ
に
宝
の
山
だ
。
ノ
ー
ト
は
、
模
写
作
業
の
成
果
報

告
書
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
原
画
の
協
力
を
い
た
だ

い
た
美
術
館
に
提
出
さ
れ
る
。

模
写
に
よ
っ
て
美
の
根
本
を
つ
か
む

　

で
は
、
な
ぜ
そ
こ
ま
で
精
細
な
模
写
を
す
る
の
だ

ろ
う
か
。

研究室探訪
日本画 大学院第三研究室Vol.9

Nihonga Studio  No.3

Vis i t ing  the  Laborator y

藝
大
の
教
員
た
ち
が
、

日
々
の
研
究
や
レ
ッ
ス
ン
に
勤
し
む

「
研
究
室
」
の
な
か
は

ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
？
　

な
か
な
か
見
る
機
会
の
な
い
部
屋
を

潜
入
ル
ポ
す
る
。

photos by horiguchi hiroaki
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上げ写しが終わり、パネルに張り
込んで彩色作業にとりかかる



　
「
一
年
、
二
年
を
か
け
て
模
写
を
や
る
と
、
ま
ず
、

古
典
作
品
が
ど
の
よ
う
に
し
て
描
か
れ
て
い
る
か
、

わ
か
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
作
品
を
分
析
し
、
読
む

力
が
で
き
て
き
ま
す
」
と
、
手
塚
教
授
は
模
写
の
意

味
を
説
い
て
く
れ
た
。

　
「
理
論
的
な
分
析
で
は
な
く
、
日
本
の
文
化
の
う

ち
で
最
も
美
し
い
も
の
を
模
写
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

自
分
の
心
と
か
ら
だ
の
中
に
、
美
し
い
形
、
美
し
い

色
が
入
っ
て
く
る
。
そ
れ
を
基
準
に
、
も
の
ご
と
を

見
た
り
考
え
た
り
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
模

写
に
よ
っ
て
作
者
と
自
分
を
重
ね
、
追
体
験
す
る
こ

と
に
よ
り
、
自
分
は
こ
の
作
品
を
読
む
こ
と
が
で
き

た
、
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う
自
信
も
生

ま
れ
て
き
ま
す
」。
こ
れ
は
何
物
に
も
換
え
が
た
い

財
産
と
な
る
に
違
い
な
い
。

　
「
日
本
の
美
の
根
本
が
わ
か
る
授
業
と
い
っ
て
よ

い
で
し
ょ
う
。〈
学
問
〉
で
は
な
く
て
、
自
分
の
手

や
目
か
ら
入
っ
て
く
る
感
性
、
そ
れ
を
育
て
た
い
の

で
す
。
そ
う
す
る
と
、
制
作
す
る
と
き
に
も
、
そ
の

経
験
が
生
き
て
く
る
。
つ
ま
り
、
模
写
を
通
じ
て
、

絵
描
き
に
な
る
た
め
の
修
練
を
し
て
い
る
わ
け
で
す

ね
」。
模
写
の
目
的
は
、
あ
く
ま
で
も
日
本
画
を
描
く

た
め
の
勉
強
な
の
だ
、
と
手
塚
教
授
は
強
調
さ
れ
た
。

　

吉
村
誠
司
准
教
授
も
「
日
本
画
の
画
材
で
、
新
し

い
も
の
を
つ
く
っ
て
い
く
の
が
こ
の
研
究
室
の
ス
タ

ン
ス
で
す
。
そ
の
た
め
、
ま
ず
は
き
ち
ん
と
日
本
画

の
基
礎
を
身
に
つ
け
た
人
間
を
育
て
た
い
。
発
展
や

飛
躍
は
そ
の
あ
と
で
く
る
べ
き
も
の
で
す
ね
。
真
の

オ
リ
ジ
ナ
ル
を
つ
く
り
出
す
た
め
に
、
古
典
を
勉
強

す
る
。
い
わ
ば
創
作
の
芯
と
な
る
学
科
で
す
」
と
研

究
室
の
狙
い
を
語
る
。

　

こ
こ
で
学
ぶ
学
生
た
ち
も
意
欲
的
だ
。
伝
統
的
な

日
本
画
の
運
筆
の
美
し
さ
に
感
動
し
た
の
が
き
っ
か

け
で
日
本
画
を
専
攻
し
た
中
村
桃
子
さ
ん
（
修
士
一

年
）
は
、「
学
部
で
現
代
の
日
本
画
に
触
れ
、
基
礎

的
な
材
料
論
を
学
ん
だ
こ
と
で
、
歴
史
や
技
術
に
興

味
が
湧
き
ま
し
た
。
今
な
ら
も
っ
と
深
く
古
典
を
知

1：研究室で模写に集中する。この姿勢がつづくので腰が痛くなる　2：彩色に使う岩絵具　3：筆は各種のものを使うが、自分でカスタマイズし
たものもある　4：模写の進行を見守り、適切なアドバイスをする手塚教授（手前）と吉村准教授（奥）

1

234

Vis i t ing  the  Laborator y 研究室探訪
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る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
」
と
考
え
て
こ
の

研
究
室
を
志
望
し
た
。

　

曵
地
聡
美
さ
ん
（
修
士
一
年
）
も
、「
模
写
を
勉

強
す
る
こ
と
で
、
技
術
的
な
こ
と
も
含
め
自
分
の
制

作
の
糧
に
な
る
と
考
え
て
こ
こ
に
入
り
ま
し
た
」
と

語
り
、「
制
限
さ
れ
た
時
間
の
中
で
、
ど
こ
ま
で
や

り
遂
げ
ら
れ
る
か
、
自
分
と
の
戦
い
で
す
」
と
、
模

写
の
厳
し
さ
を
実
感
し
て
い
る
。

平
安
の
三
大
絵
巻
完
成
が
目
標

　

藝
大
の
模
写
の
歴
史
は
古
く
、
芸
術
資
料
館
（
現

在
の
大
学
美
術
館
）
に
は
東
京
美
術
学
校
時
代
か
ら

の
模
写
作
品
が
数
多
く
収
蔵
さ
れ
、
創
作
研
究
に

と
っ
て
古
典
作
品
の
模
写
が
重
要
な
も
の
と
さ
れ
て

き
た
。
二
〇
〇
三
年
、平
山
郁
夫
教
授
に
よ
っ
て「
敦

煌
莫
高
窟
壁
画
」
の
模
写
が
完
成
し
た
後
、
手
塚
教

授
と
吉
村
准
教
授
の
指
導
の
も
と
、
国
宝
「
源
氏
物

語
絵
巻
」
の
現
状
模
写
が
始
ま
っ
た
。
七
年
間
か
け

て
計
五
六
面
を
、
協
力
美
術
館
へ
の
寄
贈
と
藝
大
収

蔵
の
た
め
各
場
面
二
点
ず
つ
完
成
さ
せ
て
い
る
。

　

現
在
進
め
て
い
る
国
宝
「
伴
大
納
言
絵
巻
」
の
模

写
が
終
わ
る
三
年
後
に
は
、
朝ち
ょ

護う
ご

孫そ
ん

子し

寺
蔵
の
国
宝

「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」
に
か
か
る
計
画
。
そ
れ
が

一
〇
年
近
く
か
け
て
完
成
す
る
と
、
平
安
の
三
大
絵

巻
が
藝
大
に
そ
ろ
う
こ
と
に
な
る
。

　

第
三
研
究
室
の
卒
業
生
た
ち
は
、
一
部
が
画
家
と

し
て
立
つ
ほ
か
に
、
ほ
と
ん
ど
が
絵
の
関
係
の
仕
事

に
つ
い
て
い
る
。
職
業
の
幅
は
意
外
に
広
く
、
精
細

画
の
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
に
な
っ
た
り
、
大
河
ド
ラ

マ
の
美
術
や
時
代
考
証
を
担
当
し
た
り
、
印
刷
局
で

紙
幣
の
文
様
を
描
い
た
り
、
変
わ
っ
た
例
で
は
ゲ
ー

ム
ソ
フ
ト
の
図
像
制
作
も
あ
る
。

　

こ
の
研
究
室
は
、
日
本
画
の
真
髄
と
そ
の
技
芸
を

し
っ
か
り
と
学
び
、
絵
画
の
粋
を
身
に
つ
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
美
を
生
み
出
す
仕
事
で
活

躍
す
る
人
材
を
輩
出
す
る
学
科
な
の
で
あ
る
。

5, 6：模写制作の過程や方法が詳細に記録されたノート（写真 6 は第三研究室提供）　7, 8：完成した模写「伴大納言絵巻」の一部。原画と区別
がつかないほど精巧　9, 10：制作にとりかかる中国（男性）とイラン（女性）の留学生たち　

56
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学
部
（
東
京
電
機
大
学
）
の
卒
業
制
作
で
は
、
ワ
ー
キ
ン

グ
プ
ア
の
た
め
の
福
祉
施
設
の
設
計
を
し
て
、

二
〇
一
三
年
の
J
I
A
（
日
本
建
築
家
協
会
）
全
国
学
生

卒
業
設
計
コ
ン
ク
ー
ル
で
金
賞
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
実
際

に
山
谷
の
ド
ヤ
街
を
調
べ
て
み
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
理
由
で

仕
事
に
つ
け
ず
、
お
金
の
な
い
人
た
ち
が
野
宿
し
た
り
、
ひ

と
り
で
悩
ん
で
い
る
状
況
が
あ
る
。
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
と

研
究
を
進
め
る
と
同
時
に
、
自
分
の
思
い
を
発
泡
ス
チ
ロ
ー

ル
に
落
と
し
て
モ
デ
ル
を
つ
く
っ
て
い
き
ま
し
た
。
暮
ら
す

人
た
ち
が
、
辛
い
気
持
ち
を
癒
せ
る
場
所
で
あ
り
な
が
ら
、

単
な
る
建
造
物
で
は
な
く
、
隠
さ
れ
て
目
に
見
え
な
い
日
本

の
貧
困
を
世
の
中
に
知
ら
せ
る
よ
う
な
空
間
に
も
し
た
か
っ

た
の
で
す
。

私
が
修
士
の
建
築
専
攻
に
入
っ
た
年
の
二
〇
一
四
年
、
ポ

ラ
ス
グ
ル
ー
プ
が
主
催
す
る
学
生
・
建
築
デ
ザ
イ
ン
コ

ン
ペ
で
最
優
秀
賞
と
な
っ
た
「
じ
じ
ば
ば
シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
」

二
〇
一
四
年
に
、
ド
イ
ツ
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
バ
ッ
ハ
国

際
コ
ン
ク
ー
ル
で
第
一
位
と
な
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

自
然
な
音
楽
性
と
、
あ
る
ス
タ
イ
ル
に
偏
ら
な
い
柔
軟
で
バ

ラ
ン
ス
の
よ
い
表
現
力
が
評
価
さ
れ
た
の
で
す
が
、
う
れ
し

か
っ
た
の
は
、
現
地
の
聴
衆
の
方
々
が
と
て
も
暖
か
い
拍
手

で
応
え
て
く
れ
、
聴
衆
賞
も
い
た
だ
い
た
こ
と
で
す
。

三
歳
か
ら
ス
ズ
キ
・
メ
ソ
ー
ド
で
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
始
め

た
の
で
す
が
、
幼
稚
園
児
に
と
っ
て
は
、
ほ
か
に
楽
し

い
こ
と
が
い
っ
ぱ
い
で
、
毎
日
練
習
す
る
の
は
や
っ
ぱ
り
つ

ら
い
（
笑
）。
そ
こ
を
母
親
や
先
生
が
う
ま
く
リ
ー
ド
し
て

く
れ
て
。
そ
の
後
は
中
澤
き
み
子
先
生
に
習
い
ま
し
た
。
中

澤
先
生
か
ら
は
、
楽
譜
の
向
こ
う
側

―
作
曲
家
は
何
を
伝

え
た
い
の
か
、
ど
う
い
う
思
い
を
込
め
て
こ
の
曲
を
つ
く
っ

た
か
、
そ
う
し
た
と
こ
ろ
に
目
を
向
け
る
よ
う
教
え
ら
れ
、

今
の
自
分
を
つ
く
る
の
に
大
き
な
力
と
な
っ
て
い
る
と
思
い

ま
す
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
グ
ラ
フ
ィ
ク
ス
（
Ｃ
Ｇ
）
を
始
め
た
の

は
け
っ
こ
う
早
く
て
、
中
学
時
代
で
す
。
ピ
ク
サ
ー
製

作
の
『
ト
イ
・
ス
ト
ー
リ
ー
』
の
よ
う
な
Ｃ
Ｇ
だ
け
に
よ
る

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
映
像
が
、
手
元
の
パ
ソ
コ
ン
で
本
当
に

つ
く
れ
て
し
ま
う
、
そ
の
こ
と
に
衝
撃
を
受
け
ま
し
た
。

中
学
高
校
時
代
は
Ｃ
Ｇ
制
作
に
明
け
暮
れ
、
静
岡
文
化
芸

術
大
学
で
も
Ｃ
Ｇ
制
作
を
つ
づ
け
た
の
で
す
が
、
そ
の

う
ち
Ｃ
Ｇ
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
、
Ｃ
Ｇ
で
で
き
る
表
現

と
は
何
か
、
と
概
念
的
で
メ
タ
な
ほ
う
に
興
味
が
湧
い
て
き

ま
し
た
。

Ｃ
Ｇ
の
精
度
は
ど
ん
ど
ん
高
く
な
り
、
実
写
と
紛
う
ほ
ど

の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
獲
得
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
、
映
像

の
加
工
が
可
能
と
な
っ
た
現
在
で
は
、
実
写
と
Ｃ
Ｇ
と
は
本

質
的
に
は
区
別
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
実
写
に
は
や
は
り

そ
れ
で
し
か
出
せ
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
例
え
ば

劇
映
画
を
見
て
い
る
と
き
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
見
る

S
tudent Interview

Vol.1

杉
山
由
香

美
術

F
ine A

rts

音
楽

M
usic

映
像

F
ilm

 &
 N

ew
 M

edia

大
学
院
美
術
研
究
科

建
築
専
攻
修
士
一
年

音
楽
学
部
器
楽
科

二
年

藝
大
の
在
校
生
は
、
公
募
展
や
コ
ン
ク
ー
ル
な
ど
で
栄
誉
あ
る
賞
を
受
賞
し
、
各
分
野

の
最
前
線
で
活
躍
し
て
い
る
。
若
き
才
能
が
日
々
の
努
力
と
今
後
へ
の
意
欲
を
語
る

大
学
院
映
像
研
究
科

メ
デ
ィ
ア
映
像
専
攻
修
士
二
年

岡
本
誠
司

曽
根
光
揮

学
生
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

1988 年栃木県生まれ。東京電機大学卒業後、
大学院美術研究科建築専攻に入学。2010 年
「サスティナブルアイデアコンペ」最優秀賞、サ
スティナブルデザイン国際会議にて作品発表。

1994 年千葉県生まれ。3歳よりヴァイオリ
ンを始め、音楽学部附属音楽高校卒業後、音
楽学部器楽科入学。中澤きみ子、ジェラール・
プーレ、澤和樹各氏に師事。

1990年静岡県生まれ。静岡文化芸術大学デザ
イン学部卒業後、大学院映像研究科メディア映
像専攻に入学。2014 年『写場』が文化庁メ
ディア芸術祭で審査委員会推薦作品。
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も
、
同
じ
よ
う
に
弱
い
立
場
の
人
た
ち
の
た
め
の
集
合
住
宅

で
す
。
従
来
の
高
齢
者
施
設
で
は
、
お
年
寄
り
を
閉
じ
込
め

て
し
ま
う
よ
う
に
思
っ
た
の
で
、
近
所
の
人
た
ち
や
子
ど
も

た
ち
も
抵
抗
な
く
入
っ
て
い
け
る
、
外
路
と
の
行
き
来
が
容

易
な
、
生
き
生
き
と
し
て
明
る
い
空
間
が
必
要
な
の
で
は
な

い
か
と
、
提
出
し
た
プ
ラ
ン
で
し
た
。

将
来
高
齢
者
が
増
え
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
し
、
こ
れ
か

ら
来
る
社
会
へ
の
不
安
も
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
私

の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
聞
い
て
く
れ
た
人
た
ち
だ
け
で

も
、
一
緒
に
何
か
考
え
て
も
ら
え
た
ら
い
い
な
と
思
っ
た
の

で
す
。

研
究
室
で
の
テ
ー
マ
は
、
新
潟
の
新
発
田
に
あ
る
長
徳
寺

で
子
孫
の
な
い
人
た
ち
の
合
葬
墓
を
立
て
る
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
で
す
が
、
修
士
制
作
で
は
、
や
は
り
困
っ
て
い
る
人
た

ち
の
た
め
に
、
な
に
か
役
に
立
つ
こ
と
を
考
え
た
い
。
そ
う

い
う
ス
ペ
ー
ス
を
計
画
し
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

今
後
も
困
っ
て
い
る
人
が
救
わ
れ
る
建
築
、
社
会
の
構
造

が
見
え
て
く
る
建
築
を
め
ざ
し
て
い
く
つ
も
り
で
す
。

人
間
が
生
き
て
い
く
こ
と
や
死
ぬ
こ
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と

な
の
か
、
ま
た
建
築
が
生
き
る
と
か
死
ぬ
と
か
は
、
ど
う

い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う

―
そ
う
い
う
こ
と
と
社
会
問
題

と
を
結
び
つ
け
て
計
画
を
立
て
ら
れ
た
ら
い
い
な
と
思
っ
て

い
ま
す
。

小
さ
い
こ
ろ
か
ら
バ
ロ
ッ
ク
音
楽
が
好
き
で
、
不
思
議
と

バ
ッ
ハ
に
引
き
込
ま
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
中
学

生
ぐ
ら
い
か
ら
、
バ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ロ
の
鈴
木
秀
美
先
生
の

レ
ッ
ス
ン
も
受
け
て
お
り
、
バ
ロ
ッ
ク
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
に
夢

中
だ
っ
た
時
期
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
経
験
か
ら
、
ピ
リ
オ

ド
奏
法
（
古
楽
器
奏
法
）
の
考
え
方
を
吸
収
し
発
展
さ
せ
て

自
分
の
演
奏
の
中
に
取
り
込
ん
で
い
け
ば
、
モ
ダ
ン
楽
器
の

演
奏
の
幅
は
広
が
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
で
き
る
、
と
考

え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
現
在
も
、
副
科
で
バ
ロ
ッ
ク

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
勉
強
を
続
け
て
い
ま
す
。

音
楽
学
部
附
属
音
楽
高
校
の
三
年
間
と
藝
大
に
入
っ
て
か

ら
の
二
年
間
は
、
澤
和
樹
先
生
に
教
え
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
お
人
柄
や
人
間
と
し
て
の
豊
か
さ
、
ヴ
ァ
イ
タ
リ

テ
ィ
、
そ
う
し
た
も
の
が
音
楽
、
音
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
表

れ
て
い
る
。
こ
う
い
う
先
生
を
目
標
と
し
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

バ
ロ
ッ
ク
音
楽
の
ほ
か
に
も
、
実
は
ブ
ラ
ー
ム
ス
が
大
好

き
で
す
し
、
プ
ロ
コ
フ
ィ
エ
フ
や
シ
ョ
ス
タ
コ
ー
ヴ
ィ

チ
な
ど
も
、
噛
み
応
え
が
あ
り
ま
す
ね
。
ま
た
、
室
内
楽
で

も
弦
楽
四
重
奏
団
を
組
ん
で
活
動
し
て
い
ま
す
。
今
後
、
編

成
や
レ
パ
ー
ト
リ
ー
も
広
げ
て
、
ソ
ロ
活
動
と
並
行
し
て
室

内
楽
で
も
演
奏
し
て
い
き
た
い
。
自
分
の
可
能
性
に
大
き
く

挑
戦
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

の
で
自
分
の
中
に
危
機
感
は
生
じ
ま
せ
ん
が
、
ニ
ュ
ー
ス
映

像
に
は
信
憑
性
を
感
じ
て
深
刻
に
な
っ
た
り
す
る
。
映
像
の

本
質
と
し
て
は
代
替
可
能
な
こ
の
二
つ
に
、
な
ぜ
違
い
が
生

じ
る
の
か

―
こ
う
し
た
映
像
に
対
す
る
真
実
性
や
リ
テ
ラ

シ
ー
に
つ
い
て
、
と
て
も
興
味
を
持
っ
た
の
で
す
。

そ
こ
で
藝
大
大
学
院
で
メ
デ
ィ
ア
映
像
を
専
攻
し
、
メ

デ
ィ
ア
の
中
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
問
題
を
追
求
し
て
み
た

い
と
思
い
ま
し
た
。
こ
の
大
学
院
で
は
展
示
形
式
の
作
品
が

特
色
で
も
あ
り
、
僕
の
作
品
も
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
性

格
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
こ
れ
ま

で
経
験
の
な
か
っ
た
実
写
に
も
ト
ラ
イ
し
て
み
た
結
果
が

『
写
場
』
と
い
う
作
品
で
す
。
二
〇
一
四
年
度
の
文
化
庁
メ

デ
ィ
ア
芸
術
祭
ア
ー
ト
部
門
で
審
査
委
員
会
推
薦
作
品
と

な
っ
た
も
の
で
す
。

『
写

場
』
を
鑑
賞
す
る
人
は
映
画
を
見
て
い
る
と
思
っ
て

い
る
う
ち
に
、
突
然
自
分
が
撮
影
さ
れ
、
そ
の
写
真

が
映
像
の
中
で
取
り
出
さ
れ
ま
す
。
鑑
賞
者
は
映
像
に
対
す

る
自
分
の
位
置
が
不
確
か
に
な
っ
て
落
ち
着
か
な
く
な
る
。

映
像
に
お
け
る
リ
ア
リ
テ
ィ
や
鑑
賞
者
と
の
関
係
性
に
、
あ

る
種
の
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
る
わ
け
で
す
。
我
々
が
普
段
何
気

な
く
接
し
て
い
る
映
像
経
験
と
は
何
か
と
い
う
問
題
を
体
験

と
し
て
提
示
す
る
作
品
を
、
今
後
も
つ
く
っ
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

敷地は山谷に近い隅田川沿いのスペース。貧しい人た
ちの屋根である橋を何層にも編みこみ、彼らのいのち
を守る建築—セーフティネットをつくる

最終選考では、バッハの無伴奏パルティータ第 2番と、
ヴァイオリン協奏曲を演奏

映画の中でカメラマンが肖像写真を撮っているが、カ
メラがこちらに向けられると、鑑賞者を撮影してしま
い、その写真が画面に出現する

「春を待つ橋の下」

バッハ国際コンクール

『写場』
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光
は
と
て
も
強
い
メ
デ
ィ
ア

光
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を

多
く
の
人
た
ち
に
伝
え
た
い

卒
業
生
に
聞
く

［
第
九
回
］石

井
幹
子

一
九
六
二
年

美
術
学
部
工
芸
科
図
案
計
画
専
攻
卒
業

Interview
 w

ith a G
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ん
と
し
た
作
品
を
出
せ
ば
大
威
張
り
で
き
る
。
芸
術

祭
で
は
、
皆
が
作
品
を
出
し
て
講
評
を
し
合
っ
た
り

し
て
、
学
生
同
士
が
切
磋
琢
磨
す
る
と
い
う
藝
大
の

よ
き
伝
統
も
、
校
風
と
し
て
残
っ
て
い
ま
し
た
ね
。

　

先
生
方
も
手
取
り
足
取
り
教
え
る
の
で
は
な
く
、

学
生
同
士
勝
手
に
勉
強
せ
よ
、
と
い
っ
た
感
じ
で
す
。

そ
れ
に
、
油
絵
、
日
本
画
、
彫
刻
、
木
工
、
金
工
、

陶
芸
、
リ
ト
グ
ラ
フ
、
写
真
な
ど
、
実
技
に
つ
い
て

は
、
実
際
に
制
作
を
し
な
が
ら
一
通
り
の
こ
と
を
学

ぶ
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
は
た
い
へ
ん
よ
か
っ
た
。

　

私
は
実
務
的
な
こ
と
も
覚
え
た
か
っ
た
の
で
、
早

い
こ
ろ
か
ら
渡
辺
力
さ
ん
の
事
務
所
で
ア
ル
バ
イ
ト

を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
す
。
そ
こ
で
は
図
面
の

引
き
方
や
、
模
型
の
作
り
方
な
ど
基
礎
的
な
こ
と
を

い
ろ
い
ろ
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

そ
う
い
え
ば
、
陶
芸
の
ク
ラ
ス
で
は
、
窯
が
上
野

動
物
園
の
す
ぐ
近
く
に
あ
る
の
で
、
一
晩
、
皆
で
薪

を
く
べ
た
り
し
て
窯
を
囲
ん
で
徹
夜
す
る
ん
で
す
。

ラ
イ
オ
ン
の
鳴
き
声
が
聞
こ
え
て
き
て
、
ワ
ク
ワ
ク

し
て
ね
。
夜
の
動
物
園
を
身
近
に
感
じ
る
の
も
ス
リ

ル
に
満
ち
て
楽
し
い
も
の
で
し
た
。
こ
ん
な
ふ
う
に
、

藝
大
時
代
は
学
校
の
内
外
で
充
実
し
た
日
々
を
送
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

照
明
を
め
ざ
し
て
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
へ

　

卒
業
し
た
一
九
六
二
年
、
渡
辺
力
さ
ん
が
主
宰
さ

れ
て
い
た
プ
ロ
ダ
ク
ト
デ
ザ
イ
ン
の
事
務
所
Q
デ
ザ

イ
ナ
ー
ズ
に
勤
め
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、
家
具
、
醤

油
ビ
ン
、
茶
碗
な
ど
の
日
用
品
か
ら
展
覧
会
の
セ
ッ

テ
ィ
ン
グ
ま
で
、
い
ろ
い
ろ
な
デ
ザ
イ
ン
を
経
験
で

き
ま
し
た
。
当
時
は
、
デ
ザ
イ
ン
と
い
う
も
の
の
勃

興
期
で
仕
事
も
多
く
、
三
年
勤
め
た
間
に
実
に
多
く

の
も
の
を
つ
く
る
経
験
に
恵
ま
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
と
き
、
た
ま
た
ま
住
宅
用
の
照
明
器
具
を
デ

ザ
イ
ン
す
る
仕
事
を
与
え
ら
れ
た
ん
で
す
。
そ
の
試

作
品
が
で
き
て
、
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
て
ぱ
っ
と
光
が

プ
ロ
ダ
ク
ト
デ
ザ
イ
ナ
ー
に

あ
こ
が
れ
て

　

私
は
一
九
五
八
年
、
藝
大
美
術
学
部
工
芸
科
の
図

案
計
画
専
攻
に
入
り
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
グ
ラ

フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
と
プ
ロ
ダ
ク
ト
デ
ザ
イ
ン
を
学

べ
、
一
年
と
二
年
は
ど
ち
ら
も
同
じ
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

で
し
た
が
、
私
は
三
年
に
な
っ
て
プ
ロ
ダ
ク
ト
デ
ザ

イ
ン
を
専
攻
し
ま
し
た
。
こ
の
ク
ラ
ス
は
一
三
人
ぐ

ら
い
で
、
そ
の
う
ち
女
性
は
三
人
だ
け
で
し
た
。

　

私
は
高
校
生
の
こ
ろ
か
ら
、
プ
ロ
ダ
ク
ト
デ
ザ
イ

ナ
ー
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
。
と
い
い

ま
す
の
は
、
高
校
一
年
ぐ
ら
い
の
と
き
、
国
立
近
代

美
術
館
で
開
か
れ
た「
グ
ロ
ピ
ウ
ス
と
バ
ウ
ハ
ウ
ス
」

と
い
う
展
覧
会
を
観
て
、
こ
ん
な
素
晴
ら
し
い
仕
事

を
す
る
人
た
ち
が
い
る
の
か
、
と
感
嘆
し
た
の
で
す
。

も
と
も
と
、
モ
ノ
を
つ
く
っ
た
り
絵
を
描
く
の
が
好

き
で
し
た
が
、
画
家
や
彫
刻
家
に
な
る
よ
う
な
才
能

は
な
い
の
で
、
デ
ザ
イ
ン
と
い
う
分
野
が
自
分
に

合
っ
て
い
る
の
で
は
、
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
。

　

そ
れ
に
理
科
も
大
好
き
で
、
学
校
で
工
場
見
学
な

ど
が
あ
り
ま
す
と
、
う
れ
し
く
興
味
津
々
で
し
た
。

小
学
校
で
石
鹼
工
場
を
見
学
し
た
と
き
も
お
も
し
ろ

か
っ
た
し
、
中
学
校
の
と
き
コ
ッ
プ
製
作
工
場
で
ガ

ラ
ス
の
コ
ッ
プ
が
ベ
ル
ト
の
上
を
ど
ん
ど
ん
流
れ
て

い
く
の
を
見
て
、
わ
あ
、
す
ご
い
と
感
動
。
そ
こ
へ

「
グ
ロ
ピ
ウ
ス
と
バ
ウ
ハ
ウ
ス
」
で
す
か
ら
、
も
う

ぜ
っ
た
い
プ
ロ
ダ
ク
ト
デ
ザ
イ
ナ
ー
に
な
り
た
い
と

思
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

バ
ン
カ
ラ
だ
っ
た
藝
大

　

私
は
小
学
校
か
ら
お
茶
の
水
女
子
大
の
附
属
で
、

高
校
も
女
子
高
で
し
た
か
ら
、
藝
大
に
入
っ
て
み
る

と
驚
き
ま
し
た
ね
え
。
た
い
へ
ん
な
バ
ン
カ
ラ
で
。

　

み
ん
な
授
業
な
ん
か
あ
ま
り
出
て
来
な
い
ん
で
す
。

優
秀
な
人
ほ
ど
来
な
い
。
と
こ
ろ
が
芸
術
祭
に
き
ち

右：2012 年に開通した東京ゲートブリッジのライトアップ。側面に設置した 886 基の LED により月ごとにメインカラーが変わる。
左：日独交流 150 周年記念イベント「平和の光のメッセージ」（2011 年）。ベルリンのブランデンブルク門を、48 種の言語によ
る「平和」の文字で埋め尽くした。
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デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
に
行
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
実
際

に
目
に
し
た
建
築
空
間
の
照
明
は
素
晴
ら
し
く
、
た

い
へ
ん
刺
激
的
な
も
の
で
し
た
。
先
方
か
ら
ス
カ
ウ

ト
さ
れ
た
の
で
パ
ッ
ペ
先
生
に
ご
相
談
し
て
、
こ
こ

で
働
く
こ
と
に
し
た
の
で
す
。

　

ち
ょ
う
ど
ド
イ
ツ
も
戦
後
復
興
期
で
し
た
か
ら
、

仕
事
は
お
も
し
ろ
い
ほ
ど
た
く
さ
ん
あ
り
、
教
会
や

劇
場
ロ
ビ
ー
の
照
明
、
百
貨
店
の
外
装
照
明
、
シ
ョ

ウ
ル
ー
ム
、
病
院
、
銀
行
と
、
い
ろ
い
ろ
な
空
間
の

照
明
を
手
が
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

京
都
を
照
ら
し
回
る

│
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
事
始

　

日
本
に
戻
っ
て
く
る
と
、
一
九
六
八
年
に
自
分
の

事
務
所
を
つ
く
り
ま
し
た
。
当
時
、
著
名
な
建
築
家

た
ち
が
新
し
い
試
み
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
き
で
、

彼
ら
と
仕
事
を
す
る
チ
ャ
ン
ス
に
恵
ま
れ
、
一
九
七
〇

年
の
大
阪
万
博
で
は
夜
景
を
演
出
す
る
こ
と
が
で
き

た
り
と
、
仕
事
は
順
調
に
進
ん
で
い
き
ま
し
た
。
と

こ
ろ
が
一
九
七
三
年
に
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
と
な
り
、

夜
は
ど
ん
ど
ん
照
明
が
消
さ
れ
て
、
省
エ
ネ
の
時
代

を
迎
え
る
わ
け
で
す
。
仕
事
も
な
く
な
っ
て
き
て
、

ど
う
し
た
ら
よ
い
か
と
思
案
し
て
い
ま
し
た
。

　

幸
運
な
こ
と
に
、
二
年
後
に
沖
縄
の
本
土
復
帰
を

記
念
し
て
海
洋
博
が
開
催
さ
れ
、
そ
の
会
場
全
体
の

照
明
を
担
当
す
る
と
い
う
仕
事
に
め
ぐ
り
合
え
た
の

で
す
。
や
が
て
ア
メ
リ
カ
か
ら
大
き
な
仕
事
が
舞
い

込
ん
で
、
中
近
東
の
ビ
ッ
グ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加

し
、
こ
れ
を
契
機
に
国
外
で
の
仕
事
が
増
え
て
、
海

外
出
張
に
明
け
暮
れ
る
日
々
と
な
っ
た
の
で
す
。

　

で
も
、
当
時
ま
だ
日
本
で
は
照
明
の
文
化
は
貧
し

い
も
の
で
し
た
。
一
九
七
八
年
に
京
都
で
国
際
照
明

学
会
が
開
か
れ
る
と
い
う
の
で
、
夜
、
京
都
タ
ワ
ー

に
昇
っ
て
調
べ
て
み
る
と
、
あ
た
り
は
真
っ
暗
で
明

る
い
と
こ
ろ
は
パ
チ
ン
コ
屋
ば
か
り
（
笑
）。
こ
れ

で
は
い
け
な
い
と
、
そ
の
と
き
私
の
と
っ
た
行
動
は
、

灯
っ
た
と
き
、
私
は
心
が
ふ
る
え
ま
し
た
。
形
で
も

色
彩
で
も
、
す
べ
て
光
が
あ
る
か
ら
こ
そ
。
視
覚
の

世
界
は
光
に
よ
っ
て
初
め
て
成
り
立
つ
の
だ
、
光
っ

て
素
晴
ら
し
い
、
と
感
動
し
た
の
で
す
。

　

照
明
デ
ザ
イ
ン
を
も
っ
と
勉
強
し
よ
う
と
思
い
は

じ
め
た
と
き
、
た
ま
た
ま
北
欧
で
発
行
さ
れ
た
デ
ザ

イ
ン
書
に
出
会
い
ま
し
た
。
給
料
の
半
分
も
す
る
高

価
な
本
で
し
た
が
、
思
い
切
っ
て
買
い
ま
し
た
。
そ

こ
に
私
が
と
て
も
心
を
ひ
か
れ
た
照
明
器
具
が
紹
介

さ
れ
て
い
た
の
で
す
。
そ
れ
を
デ
ザ
イ
ン
し
た
の
は

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
リ
ー
サ
・
ヨ
ハ
ン
ソ
ン
・
パ
ッ
ペ

さ
ん
と
い
う
女
性
で
し
た
。

　

私
は
パ
ッ
ペ
さ
ん
に
英
文
で
手
紙
を
書
い
て
、
自

分
の
作
品
集
を
同
封
し
、
私
を
ア
シ
ス
タ
ン
ト
と
し

て
雇
っ
て
く
だ
さ
い
、
と
お
願
い
し
た
の
で
す
。
す

る
と
、
ど
う
ぞ
い
ら
し
て
く
だ
さ
い
と
い
う
返
事
が

来
ま
し
た
。
う
れ
し
か
っ
た
で
す
ね
。
当
時
一
ド
ル

が
三
六
〇
円
、
初
任
給
は
一
万
五
〇
〇
〇
円
の
時
代

で
、
国
外
持
ち
出
し
は
五
〇
〇
ド
ル
ま
で
。
外
国
で

働
き
な
が
ら
勉
強
す
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

一
番
安
い
シ
ベ
リ
ア
経
由
で
六
日
間
か
け
て
フ
ィ

ン
ラ
ン
ド
に
着
き
ま
し
た
。
街
で
は
ど
の
お
店
も
素

晴
ら
し
い
デ
ザ
イ
ン
の
も
の
ば
か
り
置
い
て
あ
っ
て
、

さ
す
が
に
デ
ザ
イ
ン
の
北
欧
だ
と
感
激
し
た
の
を
よ

く
覚
え
て
い
ま
す
。

　

仕
事
自
体
は
、
日
本
に
比
べ
る
と
条
件
も
よ
く
、

ほ
ん
と
う
に
ラ
ク
で
し
た
。
職
場
の
皆
さ
ん
も
親
切

に
し
て
く
れ
、
恵
ま
れ
た
職
場
で
し
た
。
パ
ッ
ペ
先

生
は
た
い
へ
ん
教
育
熱
心
で
、
パ
ー
テ
ィ
で
の
立
ち

居
振
る
舞
い
に
い
た
る
ま
で
教
え
て
い
た
だ
い
た
り
、

お
宅
に
よ
ば
れ
て
い
ろ
い
ろ
な
お
話
を
う
か
が
っ
た

り
。
パ
ッ
ペ
先
生
は
私
の
恩
師
で
あ
り
、
フ
ィ
ン
ラ

ン
ド
は
い
ま
で
も
私
の
第
二
の
故
郷
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

照
明
器
具
の
デ
ザ
イ
ン
に
つ
い
て
も
よ
く
わ
か
っ

て
き
た
こ
ろ
、
ド
イ
ツ
の
建
築
照
明
の
設
計
会
社
の

社
長
さ
ん
に
紹
介
さ
れ
、
そ
の
人
に
誘
わ
れ
て
、

左上：和と洋、古さと新しさが融合した倉敷美観地区のライトアップ
は、4 月～ 9 月の日没から 22 時までと、10 月～ 3 月の日没から 21
時まで　左下：世界遺産の飛驒白川郷では、毎年、日程を決めて夜間
のライトアップをしている。照明時間は、17：30 ～ 19：30　右：
東京タワーのダイヤモンドヴェールのライトアップ。総ライト数
276 台で 17 段の光の階層がそれぞれ 7 色に輝く。

Inter v iew with  a  Graduate 卒業生に聞く
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今
後
も
地
方
都
市
の
照
明
計
画
や
、
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
を
め
ざ
し
て
隅
田
川
に
か
か
る
橋
の
ラ
イ
ト

ア
ッ
プ
な
ど
、
た
く
さ
ん
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
控
え

て
い
ま
す
。

日
本
の
文
化
を
光
で
ア
ピ
ー
ル

　

二
〇
一
一
年
に
日
独
交
流
一
五
〇
周
年
記
念
で
、

ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
門
を
舞
台
に
し
た
イ
ベ
ン
ト

「
平
和
の
光
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
を
開
催
し
、
二
〇
一
四

年
に
は
日
本
・
ス
イ
ス
国
交
樹
立
一
五
〇
周
年
記
念

で
光
の
イ
ベ
ン
ト
を
行
う
な
ど
、
海
外
に
向
け
て
日

本
か
ら
光
に
よ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
る
イ
ベ
ン
ト
を

積
極
的
に
進
め
て
い
ま
す
。
光
は
非
常
に
強
い
メ

デ
ィ
ア
な
の
で
す
ね
。
都
市
の
街
頭
や
オ
ー
プ
ン
ス

ペ
ー
ス
で
は
、
何
万
と
い
う
人
た
ち
が
見
て
く
れ
る
。

そ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
日
本
に
興
味
や
関
心
を

持
っ
て
く
れ
た
ら
い
い
な
、
と
思
う
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
外
国
で
の
イ
ベ
ン
ト
は
、
娘
の
リ
ー
サ

明あ
か

理り

と
の
共
同
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
で
す
。
彼
女
も
藝
大

の
美
術
学
部
で
お
世
話
に
な
り
、
卒
業
後
パ
リ
の
デ

ザ
イ
ン
学
校
で
勉
強
し
、
や
は
り
照
明
デ
ザ
イ
ナ
ー

と
な
っ
て
、
現
在
は
パ
リ
に
事
務
所
を
持
っ
て
い
ま

す
。
親
子
と
も
ど
も
照
明
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
お
役

に
立
て
る
の
は
、
た
い
へ
ん
幸
せ
な
こ
と
だ
と
感
謝

し
て
お
り
ま
す
。

実
に
藝
大
の
四
年
間
に
た
い
へ
ん
負
っ
て
い
る
と
思

う
の
で
す
。
ま
ず
や
り
た
い
こ
と
は
自
分
で
や
る
し

か
な
い
と
、
ひ
と
り
で
「
京
都
市
景
観
照
明
計
画
」

を
つ
く
っ
て
、
い
き
な
り
「
こ
ん
に
ち
は
」
と
、
市

役
所
を
訪
ね
て
プ
レ
ゼ
ン
し
ま
し
た
。
係
員
や
課
長

さ
ん
も
こ
れ
に
は
困
っ
て
し
ま
っ
て
（
笑
）。

　

で
は
、
実
際
に
光
を
照
ら
し
て
み
れ
ば
わ
か
っ
て

も
ら
え
る
だ
ろ
う
と
、今
度
は
「
環
境
照
明
研
究
会
」

な
る
も
の
を
立
ち
あ
げ
て
、
電
源
車
や
照
明
器
具
を

借
り
込
み
、
い
ち
ば
ん
目
立
つ
平
安
神
宮
や
二
条
城

な
ど
に
、「
こ
ち
ら
は
環
境
照
明
研
究
会
で
す
。
景

観
照
明
の
実
験
を
し
た
い
の
で
す
。
敷
地
に
は
入
り

ま
せ
ん
、
光
を
当
て
る
だ
け
で
す
」
と
頼
み
に
行
っ

た
の
で
す
。
平
安
神
宮
は
、
い
っ
た
ん
許
可
し
て
く

れ
た
の
に
、
当
日
ダ
メ
と
言
っ
て
き
た
り
と
、
い
ろ

い
ろ
あ
り
ま
し
た
が
、
と
に
か
く
な
ん
と
か
照
明
実

現
に
こ
ぎ
つ
け
ま
し
た
。
皆
さ
ん
た
く
さ
ん
見
に
集

ま
っ
て
き
て
、
新
聞
社
も
取
材
に
来
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
意
を
強
く
し
て
、
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
・
キ
ャ

ラ
バ
ン
と
称
し
、
札
幌
、
仙
台
、
金
沢
、
大
阪
、
広

島
、
熊
本
…
…
い
ろ
い
ろ
な
街
で
照
ら
し
つ
づ
け
ま

し
た
。
全
部
手
弁
当
で
す
。
そ
し
て
八
年
目
の

一
九
八
六
年
、
横
浜
市
か
ら
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
・
フ
ェ

ス
テ
ィ
バ
ル
の
依
頼
が
あ
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
は

八
〇
万
人
と
い
う
人
出
と
な
っ
て
大
成
功
。
照
明
費

用
の
安
さ
に
も
驚
か
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
日
本
の
ラ

イ
ト
ア
ッ
プ
事
始
と
な
っ
た
わ
け
で
す
。

　

そ
の
後
一
九
八
九
年
に
横
浜
ベ
イ
ブ
リ
ッ
ジ
や
東

京
タ
ワ
ー
の
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
を
手
が
け
た
こ
と
を
契

機
に
、
よ
う
や
く
日
本
で
も
照
明
と
い
う
文
化
が
市

民
権
を
得
て
き
ま
し
た
。
照
明
の
仕
事
は
億
単
位
の

予
算
の
も
の
も
あ
り
、
公
の
仕
事
で
す
か
ら
失
敗
は

許
さ
れ
ま
せ
ん
。そ
し
て「
き
れ
い
だ
っ
た
」「
よ
か
っ

た
」
と
言
っ
て
い
た
だ
け
る
も
の
を
つ
く
ら
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
電
気
代
も
可
能
な
か
ぎ
り
少
な
く
し

て
効
果
を
上
げ
る
よ
う
に
し
、
三
・
一
一
以
降
は
太

陽
光
発
電
も
積
極
的
に
活
用
し
て
い
ま
す
。

石
井
幹
子
（
い
し
い
・
も
と
こ
）

一
九
三
八
年
東
京
生
ま
れ
。
照
明
デ
ザ
イ
ナ
ー
。
都
市
照
明
か
ら
光

の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
ま
で
幅
広
く
活
躍
。
光
文
化
フ
ォ
ー
ラ
ム
代
表

と
し
て
国
内
外
の
光
文
化
の
継
承
・
発
展
に
も
力
を
注
ぐ
。
主
な
照

明
作
品
に
、
東
京
タ
ワ
ー
、
レ
イ
ン
ボ
ー
ブ
リ
ッ
ジ
、
白
川
郷
合
掌

集
落
、
上
海
ワ
ー
ル
ド
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
セ
ン
タ
ー
な
ど
。
著
書
に

『LO
VE TH

E LIG
H

T, LO
VE TH

E LIFE

　
時
空
を
超
え
る
光
を
創

る
』（
東
京
新
聞
出
版
局
）、『
光
が
照
ら
す
未
来
︱
照
明
デ
ザ
イ
ン

の
仕
事
』（
岩
波
書
店
）、『
光
時
空
』（
求
龍
堂
）
な
ど
。
北
米
照
明

学
会
会
員
。
国
際
照
明
デ
ザ
イ
ナ
ー
協
会
特
別
会
員
。
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心
理
説
略
』『
視
話
法
』『
視
話
応
用 

国
語
発

音
指
南
』『
視
話
応
用 

音
韻
新
論
』『
吃
音
矯

正
の
原
理
及
実
際
』
等
、
訳
書
に
は
Ｄ
･
Ｐ
･

ペ
ー
ジ
著
『
教
授
真
法
』（
明
治
八
年
）、
Ｔ
･

ハ
ク
ス
リ
ー
『
生
種
原
始
論
』（
明
治
十
二
年
）、

同
『
進
化
原
論
』（
明
治
二
十
二
年
）
等
が
あ
る
。

　
「
伊
澤
修
二
先
生
」
胸
像
は
昭
和
五
年

（
一
九
三
〇
）
七
月
二
十
六
日
、
当
時
の
乘の
り

杉す
ぎ

嘉か

壽じ
ゅ

校
長
の
発
案
に
よ
り
創
立
五
〇
周
年
記
念

の
一
環
と
し
て
建
立
さ
れ
た
。
二
年
前
に
着
任

し
た
乘
杉
は
、
初
代
校
長
の
肖
像
す
ら
な
い
学

校
で
、
朽
ち
果
て
た
壁
と
雨
漏
り
の
跡
に
「
魂

の
抜
け
た
ル
イ
ン
（
＝
廃
墟
・
荒
廃
）」
を
見
た
。

伊
澤
の
顕
彰
は
学
校
に
魂
を
取
り
戻
す
行
動
で

あ
っ
た
。
制
作
者
長
谷
川
義よ
し

起お
き

（
明
治
二
十
四

–
昭
和
四
十
九
年
﹇
一
八
九
一
–
一
九
七
四
﹈）

は
東
京
美
術
学
校
を
卒
業
し
た
三
十
八
歳
の
彫

刻
家
で
、「
偉
人
傑
士
の
銅
像
を
建
つ
る
は
一

個
の
学
校
を
建
つ
る
と
同
一
意
義
」
と
請
け
た
。

彼
の
苦
心
が
除
幕
式
の
制
作
報
告
【
＊
4
】
に
綴

ら
れ
て
い
る
。
長
谷
川
は
伊
澤
の
「
特
級
の
教

育
家
」「
伝
統
的
範
囲
を
脱
し
卓
抜
な
る
識
見
」

　

伊
澤
修
二（
嘉
永
四
–
大
正
六
年﹇
一
八
五
一

–
一
九
一
七
﹈）
は
信
州
高
遠
藩
に
生
ま
れ
、

日
本
の
近
代
教
育
に
多
大
な
功
績
を
の
こ
し
た

開
拓
者
で
あ
る
。
師
範
教
育
、
進
化
論
や
教
育

学
等
の
西
洋
学
説
の
紹
介
、
音
楽
教
育
、
体
操

教
育
、
聾
啞
教
育
、
国
家
教
育
社
の
結
成
、
学

制
改
革
、
教
科
書
検
定
制
、
台
湾
教
育
、
吃
音

矯
正
、
訛
音
矯
正
、
中
国
語
発
音
の
研
究
な
ど

十
指
を
超
え
る
新
分
野
の
扉
を
開
い
た
。
師
範

学
科
調
査
の
た
め
米
国
に
留
学
し
た
明
治
八
年

（
一
八
七
五
）
か
ら
の
三
年
間
に
唱
歌
教
育
も

経
験
し
て
日
本
の
音
楽
教
育
の
遠
大
な
見
取
り

図
を
描
き
、
音
楽
取
調
掛
長
と
東
京
音
楽
学
校

初
代
校
長
を
つ
と
め
た
【
＊
1
】。
彼
の
胸
像
が

東
京
音
楽
学
校
に
建
立
さ
れ
た
の
は
今
か
ら

八
十
五
年
前
の
こ
と
で
あ
る
【
＊
2
】。

　

音
楽
取
調
掛
時
代
の
伊
澤
は「
蝶
々
」や「
蛍

（
蛍
の
光
）」
を
含
む
『
小
学
唱
歌
集
』
全
三
篇

の
編
集
に
携
わ
っ
た
。
西
洋
と
日
本
の
音
律
を

比
較
し
「
毫ご
う

モ
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
」【
＊
3
】
と

主
張
し
、
音
楽
教
育
へ
の
西
洋
音
楽
導
入
を
決

定
的
に
し
た
。
こ
の
歯
切
れ
良
い
主
張
は
、
当

「
才
気
縦
横
」「
鉄
を
も
溶
か
す
熱
烈
な
る
態
度
」

を
瞑
想
し
、
伊
澤
の
特
色
と
人
格
を
広
い
額
、

眉
、
眉
間
、
豊
頰
、
下
顎
骨
の
出
っ
張
り
、
後

頭
部
突
出
に
表
し
、
薄
色
を
施
し
た
。
胸
像
は

校
舎
前
庭
に
奏
楽
堂
を
正
面
か
ら
見
守
る
よ
う

に
建
立
さ
れ
、
桜
色
の
万ま
ん

成な
り

石い
し

の
台
石
に
伊
澤

作
曲
の
「
紀
元
節
」
の
旋
律
を
ブ
ロ
ン
ズ
で
嵌

め
て
統
一
感
を
持
た
せ
た
。
胸
像
に
潤
い
あ
る

環
境
を
と
「
背
景
に
常
緑
樹
」、「
小
丘
に
芝
生
」

を
配
し
、
末
永
い
保
護
を
同
校
に
託
し
た
。
胸

像
は
東
京
音
楽
学
校
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
り
、
創

立
記
念
日
に
は
花
輪
で
飾
ら
れ
、
胸
像
前
は
生

徒
た
ち
の
記
念
撮
影
の
場
所
と
な
っ
た
【
＊
5
】。

（
は
し
も
と
・
く
み
こ　

総
合
芸
術
ア
ー
カ
イ

ブ
セ
ン
タ
ー
大
学
史
史
料
室
特
任
助
教
・
音
楽

学
部
非
常
勤
講
師
）

時
訳
出
さ
れ
た『
維ゆ
う

氏し

美
学
』（E
ugène V

éron

著
、
中
江
兆
民
訳
、
明
治
十
六
–
十
七
年
、
原

書
は
一
八
七
八
年
出
版
）
な
ど
に
お
け
る
、
欧

州
楽
は
黒こ
く

奴ど

や
黄
色
人
種
の
音
楽
と
「
全
く
相

異
な
る
」
と
す
る
西
洋
学
説
に
真
っ
向
か
ら
異

を
唱
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。『
維
氏
美
学
』で
は
、

支
那
の
音
階
が
西
洋
音
階
よ
り
少
な
い
五
音
な

の
は
黄
色
人
種
の
耳
が
半
音
を
聞
き
分
け
ら
れ

な
い
た
め
で
、
黒
奴
や
黄
色
人
種
は
モ
ー
ツ
ァ

ル
ト
や
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
極
上
の
音
楽
に
は

感
動
せ
ず
、
粗
野
な
曲
調
が
高
揚
す
る
と
感
悦

し
手
舞
い
足
踏
み
す
る
、
そ
れ
は
禽
獣
が
歌
曲

の
調
子
に
感
応
し
て
舞
踏
鳴
囀
す
る
の
と
同
じ

で
動
物
の
至
情
で
あ
る
等
々
、
白
人
優
位
が

堂
々
と
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。
日
本
人
が
西
洋
音

楽
の
技
術
を
修
得
す
る
こ
と
は
、
ア
ジ
ア
の
強

化
を
も
意
味
し
た
。
伊
澤
は
後
の
台
湾
教
育
で

も
、
台
湾
人
は
学
ん
で
い
な
い
だ
け
で
能
力
は

日
本
人
と
同
じ
で
、
教
育
に
よ
っ
て
融
和
を
図

る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。

　

著
書
に
は
『
教
育
学
』（
明
治
十
五
年
）
を

始
め
、『
学
校
管
理
法
』『
教
育
応
用 

生
理
的

伊い

澤さ
わ

修
二 
東
京
音
楽
学
校

　

初
代
校
長
の
胸
像
を
め
ぐ
っ
て

音
楽
教
育
に
西
洋
音
楽
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

日
本
の
近
代
化
を
推
進
し
︑
ア
ジ
ア
の
強
化
を
図
っ
た

東
京
音
楽
学
校
初
代
校
長

第
一
回

橋
本
久
美
子

＊
1

　�

音
楽
取
調
掛
は
明
治
十
ニ
年
に
創
設
さ
れ
た
。

＊
2

　�

東
京
藝
術
大
学
創
立
百
周
年
の
昭
和
六
十
二
年
（
一
九

　
　
　
八
七
）、伊
澤
の
郷
里
高
遠
に
胸
像
複
製
が
建
立
さ
れ
た
。

＊
3

　��『
音
楽
取
調
成
績
申
報
書
』（
明
治
十
七
年［
一
八
八
四
］）

　
　
　
参
照
。

＊
4

　�「
伊
澤
初
代
校
長
胸
像
除
幕
式
関
係
」（
大
学
史
史
料
室

　
　
　
蔵
）
お
よ
び
『
同
声
会
報
』（
昭
和
七
年
七
・
八
月
）
参
照
。

＊
5

　�

現
在
は
奏
楽
堂
橫
の
小
径
に
移
さ
れ
て
い
る
。

奏楽堂前にて胸像除幕式（昭和 5年 7月）。現在の奏楽堂と
ほぼ同じ位置にあった当時の奏楽堂は、上野公園内に移築保
存されている

昭和 10年代半ば。胸像前で記念撮影

歴
史
を
彩
る
人
・
作
品

─
総
合
芸
術
ア
ー
カ
イ
ブ
セ
ン
タ
ー
の
研
究
か
ら

H
istory of G

eidai in A
rt and People
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また、版画の表現と技術の理解を深め
るために会場における刷りの実演を行
い、描画から整版行程、原版（石版石、ア
ルミ版、銅版）もあわせて展示した。

1. [10.8]

和楽の美 邦楽絵巻
「義経記～静と義経を巡って」

　音楽学部と美術学部が手を携えて新
しい舞台芸術の創造を目指す〈和楽の
美〉公演が、10月8日（水）奏楽堂にて開
催された。今回の演目は、織田紘二氏の
脚本・演出による「義経記～静と義経
を巡って」で、舞台美術は建築科の北川
原温教授が担当した。義経役に歌舞伎
の中村又五郎さん、静役に女優の山吹
恭子さんをお迎えし、おふたりの語り
と能楽「船弁慶」、萩岡松韻作曲「静」な
ど、新旧の邦楽曲をとりまぜて、悲運の
武将・源義経とその愛妾・静御前の悲
哀を描き出した。

2. [10.13 / 10.19]

ピアノ・シリーズ「音楽の至宝」
Vol.2 ベートーヴェンのソナタ
第3回「傑作の森」
第4回「ウィーン時代後期」

　本学が誇るピアノ科の教授陣が競演
する「ベートーヴェンのソナタ」演奏会
が開催された。ベートーヴェンが生涯
に残した32曲のピアノソナタは、ピア
ノ音楽の「新約聖書」にもたとえられる
金字塔的な作品群。2014年度のピア
ノ・シリーズは、それらを中心に弦楽
科教授との共演によるヴァイオリン、
あるいはチェロのためのソナタも加え、
代表的な作品を年代順に紹介していく
という大変意欲的なプログラムだった。
その演奏は極めて水準が高く、ベート
ーヴェン人気もあって、会場は大勢の
お客様で埋まった。

3. [11.30]

藝大プロジェクト2014
「シェイクスピア～人とその時代」

第4回「東西が響き合う
シェイクスピア」

　2014年はイギリスの詩人・劇作家、
ウィリアム・シェイクスピアの生誕
450年の記念の年で、藝大プロジェク
トでは、彼の業績に様々な角度から光
を当てる「シェイクスピア～人とその
時代」シリーズを4回にわたって開催
した。その最終回は日本の古典芸能に
翻案されたシェイクスピアをテーマに、
イギリス演劇の研究者、門野泉さんの
レクチャーに続き、コンサートでは、

『シンベリン』に基づく創作落語『八丁
櫓』が古今亭志ん輔師匠によって語ら
れた後、『夏の夜の夢』を今回新たに邦
楽アンサンブルに翻案したオリジナル
作品『夢現恋悪戯（ゆめうつつこいのた
わむれ）』が上演された。

4. [2.19]

2014年度
モーニング ･ コンサート第13回

　モーニング ･ コンサートは、選抜さ
れた優秀な学生により、1972年から
40年以上継続してきた研鑽と修養の
場となっており、より一層の高度化と
発展を目的として行われた有料化から
既に2年が経過しました。この間の総
入場者数は、2013年度： 8674名から
2014年度： 9658名と増加し、無料で
開催していた2007年度： 9086名の実
績を超えるまで回復し、また、2014年
度最終開催日に開始した2015年度の
チケット（全13回セット）の先行販売
では、その初日の販売数が91セットと、
前年度の総販売数（90セット）を1日で
超え、この演奏会が、いかに多くのお客
様のご理解をいただいているかを感じ
ることとなりました。この度、附属図書
館の改修工事に伴い、藝大アートプラ
ザが、2015年3月30日（月）からしばら
くの間、休業するため、前売券の販売を、
東京文化会館チケットサービスに移行
させていただきます。お客様には、引き
続きモーニング ･ コンサートをご愛顧
いただきますようどうぞよろしくお願
いします。

台灣の近代美術
—留学生たちの青春群像

（1895–1945）

　2014年9月12日（金 ）か ら 10月26
日（日）まで、東京藝術大学大学美術館
本館展示室3にて、「台灣の近代美術—
留学生たちの青春群像」が開催された。
　20世紀前半の東京美術学校には、中
国、台湾、韓国などからの学生も勉学
していて、とりわけ油彩画技術の習得
に研鑽を積んでいた。彼らは帰国・帰
郷後に、激動の時代の中でそれぞれの
道を歩みながら、西洋美術を母国に普
及させることに貢献して、東アジアの
近代美術を開花させてきた。しかし、
その実績・功績などは今日にいたっ
ても未だに十分に検証されたとは言
えない。そこでこの企画は、東京藝術
大学大学美術館と国立台北教育大学
北師美術館が共同で、台湾からの留学
生の主要な作品約50点を東京藝術大
学大学美術館に集めて、留学生たちの
軌跡と台湾における近代美術の展開
を紹介した。

2. [9.23–10.19]

平櫛田中コレクション
—つくる・みる・あつめる—

橋本平八《猫》1924年

　2014年9月23日（火・祝）から10月
19日（日）まで、東京藝術大学大学美術
館本館展示室2にて、「平櫛田中コレク
ション—つくる・みる・あつめる—」
が開催された。
　1944年（昭和19）から東京美術学校
彫刻科木彫部教授となり、後進の指導
を行った平櫛田中は、1950年、自作27
点を含めた合計133点の彫刻作品を東
京藝術大学に寄贈した。その後も寄贈
は続けられ、合計149点に及ぶ作品群
は、平櫛田中コレクションとして大学
美術館に収蔵されている。ひとりの作
家の感性と視点で選ばれたこれらの作
品は、藝大での彫刻教育研究に必要不
可欠な資料として広く有効に活用され
ている。本展覧会では、このコレクショ
ンの中から、『三井高福像』（1937年）、

『鏡獅子』（1940年）などの自作の彩色
作品や、橋本平八、辻晋堂らの作品など、
選りすぐりの名品を公開した。

3. [11.13–11.26]

河北秀也 東京藝術大学退任記念
地下鉄10年を走りぬけて　
iichiko デザイン30年展

　河北秀也東京藝術大学美術学部デザ
イン科教授の退任にあたり、2014年
11月13日 よ り11月26日 ま で の 会 期
で、「地下鉄10年を走りぬけて iichiko
デザイン30年展」と題した展覧会を東
京藝術大学大学美術館本館3階の展示
室で開催した。
　河北教授は「人間の幸せという大き
な目的のもとに、創造力・構想力を駆
使して私たちの周囲に働きかけ、様々
な関係を調整する行為がデザインであ
る」と考え、活動をつづけてきた。東京
藝術大学在学中に手がけた「いちごみ
るく」のパッケージデザインや、東京地
下鉄の路線図、大きな話題となった旧
営団地下鉄のマナーポスターシリーズ

（1973～82年）、1983年から現在まで
30年以上にもわたる iichiko デザイン

（焼酎「いいちこ」の商品企画・パッケ
ージ・テレビ CM・ポスター・雑誌広
告・出版物など）を中心に、数多くの作
品を展示した。

4. [1.5–1.15]

東谷武美退任展

　2015年1月5日 か ら1月15日 ま で、
東京藝術大学大学美術館陳列館にて、

「東谷武美退任展　日蝕・水の肖像」が
開催された。東谷武美は、1971年東京
藝術大学大学院美術研究科版画専攻に
入学し、駒井哲郎、中林忠良の指導を受
け版画表現研究に励んだ。1975年か
ら1979年まで東京藝術大学版画研究
室非常勤助手として、その後1998年
から2001年まで東京藝術大学非常勤
講師として版画指導にあたり、2005
年より油画・版画の助教授として就任
し、2008年より教授として学生に指
導を行ってきた。
　本展覧会では、退任記念としてリト
グラフ（石版画）と銅版画の作品を海
外・国内展における受賞作を中心に一
同に展示し、東谷の版画作品を通して、
現代版画とは何かを問いなおす場とな
り、その魅力を垣間見る展示を試みた。

奏
楽堂 SOGAKUDO

＊ Topics は 29 ページからお読み下さい。
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　邦楽器の製作と技の継承に焦点をあ
てた本展は、11月20日から11日間、東
京藝術大学正木記念館で開催された

（主催：東京藝術大学、助成：日本学術
振興会、後援：台東区・台東区教育委
員会・東京邦楽器商工業協同組合、企
画製作：小泉文夫記念資料室）。「精緻
な職人技の賜物」というべき邦楽器は、
邦楽離れや素材入手の難しさなど、深
刻な課題を現在抱えている。それでも
なお粛々と製作に励む職人の姿は、太
鼓と三味線胴の革張り実演や、動画、展
示品を通して来場者に深い感銘を与え
た（協力：有限会社南部屋五郎右衛門、
ねぎし菊岡三絃店ほか）。鳴り物を多用
する上方落語の上演も会場を大いに沸
かせた（出演：林家染雀ほか、藝大フレ
ンズ賛助金助成事業）。「東京下町の伝
統と邦楽器製作の関連」をサブテーマ
とする本展は、邦楽器を軸に物と人と
環境の繫がりを見直す場を提供したと
言えるだろう。

1. [9.6]

OPEN INNOVATION
最新映像技術と創作感性の融合
～映画『Present For You』の世界

◎アニメーション専攻
　9月6日（土）、横浜校地馬車道校舎大
視聴覚室において公開イベントとして、
劇場版3D 映画『Present For You』を取
り上げ、最新技術と創作感性の関係を
考察した。「立体視」「映画」「パペットア
ニメーション」を駆使した、世界でも稀
にみる実験精神に富んだ本作品を鑑賞
した後、監督の臺佳彦氏とテクニカル
ディレクター西山理彦氏をゲストに迎
え、立体視映像研究にかけて第一人者
である大口孝之氏を聞き手に、その作
品の魅力と、作品を支える技術的アプ
ローチの深さ、大胆な試みについて掘
り下げた。

2. [9.20]

OPEN THEATER 2014　第1回
◎映画専攻

講師：佐藤雅彦
（メディア映像専攻教授）

　科学映像の面白さについて、自身が
制作した映像作品に実験を織り交ぜな
がら講義が行われた。火のついた長短
2本のろうそくにコップをかぶせてど
ちらが先に消えるのか、一定の温度で
元の形状に復元する形状記憶合金のバ
ネを伸ばしてお湯に入れると本当に復
元するのか、といった佐藤先生の科学
映像で登場した実験が実際に目の前で
行われ、「この世界には、すごい力があ
ふれていることを具体的に知ってほし
い」「実際に観察し、試して考察するこ
とから分かる本当に面白いことを捕ま
えてほしい」という佐藤教授の想いに
熱心に聞き入る姿が多く見られた。　

[2.8]

第2回「ジョルジュ・メリエス作品集」
「バスター・キートン作品集」
講師：筒井武文

（映画専攻教授）
　「写真を動かしてみたい」そんな思い
を持った人たちが作った、映画創成期
の作品や、「人を驚かせたい、楽しませ
たい」そんな想いのこもったコメディ
作品を子どもたちは鑑賞した。映画の
原点は写真にあった。一枚一枚の写真
を連続で見ることで動いているように
見えることを発見した人々が映画とい
う新たな文化を生みだした。創成期の
作品は、一見すると学芸会のようだが、
当時の最先端技術を用いて制作された
ことなどが説明された。子どもたちは、
映画を見に来るお客さんを驚かせるよ
うなトリック映画や、体を張って現実
から離れた動きで人々を笑わせるコメ
ディ映画を鑑賞するなかで、映画の歴
史や仕組み、制作現場の様子に思いを
馳せていた。

[2.10]

第3回「狐と兎」
講師：山村浩二

（アニメーション専攻教授）
　「紙に描いた絵がどうして動くので
しょうか ?　実は、“どうやったら”動
いて見えるのかは分かっているのだけ
れど、“どうして”動いて見えるのか、は
まだ分かっていません」そんなアニメ
ーションの不思議なお話から授業がス
タートした。空気、空間、光と影、質感。
いつも私たちのまわりを包んでいる空
間を大切にしているロシアで作られた
アニメーション作品を通して、他の国
の文化や普段目にするアニメ作品とは
違う表現や技法、友だちを大切にする
気持ちを発見する機会となった。

1. [9.12–10.26]

　絵画科油画専攻学部3年生56名によ
る、学外会場での展示を12月12日か
ら12月25日までの2週間アーツ千代
田3331にて行い、2124名の方々にご
来場頂いた。学生による作品展示をは
じめイベントやワークショップも連日
開催され、幅広い年齢層の方々に参加
頂くことができた。芸術を通して様々
な交流の場を提供することができたと
考えている。

7. [1.26–1.31]

東京藝術大学卒業・修了作品展

　第63回となる、「東京藝術大学卒業・
修了作品展」（1月26日～31日）が東京
都美術館および東京藝術大学構内にて
開催された。
　「卒業・修了作品展」という名称が示
すとおり、学生にとっては入学から卒
業・修了までの集大成となる作品を発
表する展覧会である。また、来場される
多くの藝大ファンと作品を通して親交
をはかり、考察を深めることのできる
最高の機会となっている。
　展示活動においても学生自身が主体
となり行われている。美術館利用の知
識や、企画運営上の注意点、危機管理な
どもあわせて学びを深めてきた学生に
とっては実地訓練の場となった。
　会期中は、雪まじりの天候に見舞わ
れたものの、約2万3000人の来場者に
恵まれた。特に大学美術館内のエント
ランスにて来場者を迎えた晴れやかな
創作の数々は、多くの関心を得ると共
に、社会の中に芸術がもたらす「未来へ
の活力」を象徴していた。
　来年度の第64回「東京藝術大学卒
業・修了作品展」の開催も同期日で決
定しており、学内では次なる主役たち
が晴れ舞台に向けそれぞれの研究を深
めている。

1. [11.20–11.30]

邦楽器が受け継ぐ　
技・形・音　
こめられた丹精

　9月20日（土）、誰でも訪れることが
可能であり、映画をより多くの人の目
に触れてもらうために、従来の室内の
上映方式ではない野外上映を試みた野
外上映企画を開催した。横浜校地新港
校舎という、港町横浜らしい海に面し
た絶好のロケーションでの開催である。
今年は歴史に残る日本の巨匠監督の名
作をぜひお客様に親しんでいただくべ
く、マキノ正博監督、長谷川一夫主演

『劔雲鳴門しぶき』（『阿波の踊子』改題
短縮版、1941年）を上映した。しかも
本作は港町が舞台であり、上映会場で
聞こえる船の汽笛の音と、映画のなか
で聞こえる汽笛の音が混じり合う、そ
んな特別な時間を過ごしていただき、
多くのお客様に好評を博した。

3. [1.16–1.18 / 1.23–1.25]

メディア映像専攻修了制作展・
修士1年次成果発表展
Media Practice 2014–15

◎メディア映像専攻
　1月16日（金）から18日（日）、横浜校
地新港校舎において第8期生が取り組
んできた研究成果である修了制作作品
を、横浜市民をはじめとした一般の
方々に公開した。第18回文化庁メディ
ア芸術祭アート部門審査委員会推薦作
品に選出された曽根光揮作『まだ自分
である』（旧題『写場』）をはじめ、学生の
力作12点が展示され、好評を博した。
　 ま た、1月23日（金 ）か ら25日（日 ）、
PART2として、修士1年が取り組んで
きた映像表現の研究成果発表展を開催
した。第9期生15名の作品が展示され、
多数の入場者があった。

4. 
こどものためのシアター

　普段は大学院で教えている3人の教
授たちが、子どもが見るべき映像作品
をセレクトし、専門的で楽しい解説と
ともに上映するもので、次世代の子ど
もたちの映像鑑賞教育に取り組む企画
として開催した。

[2.7]

第1回「パワーズ・オブ・テン」

映像 FILM & 
NEW MEDIA

音楽 MUSIC

美
術館 ART MUSEUM
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　第2回国際木版画会議は、美術学部
構内を会場に「木版画における海外の
表現者、研究者と、日本の彫り師、摺り
師や日本の素材、道具メーカーをつな
ぐこと」、「国内外の専門家が相互に凸
版技法の実践と理論を語り合い、 情報
の共有化を計ること」をテーマに開催
された。本会議は、「論旨発表」「ワーク
ショップ・デモンストレーション」「国
際木版画展」「アーティストブック展」

「ポートフォリオ展」「グループプロジ
ェクト展」のプログラムで構成され、
175名 （国 内62名、 国 外22か 国113
名） の参加者により、多彩な発表、相互
の活発な意見交換が行われた。また、美
術館で行われた特別企画展「木版ぞめ
き—日本でなにが起こったか」は15日
間 と い う 短 い 会 期 で は あ っ た が、
6038人の来場者を集め盛況のうちに
終了した。

5. [12.4]

『アンギアーリの戦い』展
記者発表

　芸術学科西洋美術史研究室では、今
年5月から開催される「レオナルド・
ダ・ヴィンチと《アンギアーリの戦い》
展」（於東京富士美術館）のプランニン
グを2014年度の受託研究として行っ
た。『アンギアーリの戦い』はレオナル
ドが計画した野心的な壁画だったが
未完成に終わり、その構図の一部は

『タヴォラ・ドーリア』と呼ばれる板
絵（現在フィレンツェのウフィツィ美
術館所蔵）によって記録されている。
この作品を中心として、『アンギアー
リの戦い』をテーマとする国際的展覧
会の内容構成を提案するのが受託研
究の課題であり、助手・大学院生を中
心に計80点ほどの構成案を作成して
提案した。昨年12月4日、開催に先立
って展覧会の記者発表会がドメニコ・
ジョルジ駐日イタリア大使の臨席の
もと大使公邸で開催され、多くのマス
コミ関係者が集った。

6. [12.12–12.25]

美術学部絵画科油画専攻 3年　
一二（ひとふた）展

1. [9.5–9.7]

2014年度 藝祭

　9月5日（金）より3日間、上野校地で
「藝祭」が開催され、初日には恒例の御
輿パレードが行われた。

2. [9.29]

藝大アーツ学生サミット2014
—横浜アート物語成果発表会

　9月29日（月）横浜キャンパス馬車道
校舎にて、「藝大アーツ学生サミット
2014—横浜アート物語」成果発表会
を開催した。
　「藝大アーツ学生サミット2014—横
浜アート物語」とは、横浜市・泉州市・
光州広域市を中心にした、日中韓3か国3
分野（美術・音楽・映像）の大学生・若
手研究者による共同制作プロジェクト。
　成果発表会では、宮田学長、横浜市副
市長をはじめ大変多くの方にご来場頂
き、相互の文化芸術を語り合い、理解を
深め、異文化交流を積み重ねながら作
りあげた美術・映像作品や演奏を発表
した。なお、今回の交流事業の成果とし
て完成した作品は横浜市へ贈呈する。
　第2部では、本サミットに参加したす
べての学生・研究者が、交流事業を通じ
て得たものとこれからの交流について
ディスカッションを行い、多くの意見が
出され、大盛況のうちに終了した。

3. [10.21–10.26]

藝大アーツイン丸の内2014

　10月21日（火 ）か ら26日（日 ）ま で、
「藝大アーツイン丸の内2014」が開催さ
れた。初日はオープニング、「三菱地所

賞」授賞式、「平田オリザの時間」の各プ
ログラムが行われ、多くの方が訪れた。
なお、オープニング直前には、メディア
内覧会が行われ、本イベントアンバサダ
ーである、日本エレキテル連合のおふた
りが登場し、会場を沸かせていた。
　会期中は、「GEIDAI カフェ」がオー
プンし、オリジナルメニューを提供し
たほか、様々なイベントが毎日繰り広
げられた。

1. [9.20–11.3]

TRANS ARTS TOKYO 2014
（絵画科油画研究室）

　2012・13年に続き、神田の開発に伴
い生まれた一時的な空間を使ったクロ
ス ジ ャ ン ル な ア ー ト プ ロ ジ ェ ク ト 

「TRANS ARTS TOKYO 2014」 を9月
20日～11月3日に開催した。今年は、
家族がリビングで過ごす時間のように、
人々が集まり対話を生み、多様な価値
観を交換することができる場をテーマ
として、多様なコンテンツが集結した。
東京のど真ん中に出現した空き地を利
用して、気球の飛行や音楽ライブ、巨大
アート作品の展示、キャンプ体験、神田
カレー & スポーツエキスポなどを開催。
異質なものたちが混ざり合い、新しい
東京のクリエイティビティ、魅力を引
き出すことができた。

2. [11.4–11.16]

日本 ･ 台湾　現代美術の
現在と未来—ローカリティと
グローバルの振幅

　過去に台湾から東京美術学校に来
た留学生は、日本で学んだ芸術を台湾
に持ち帰り、台湾に根付いた芸術と融
合させ、新しい芸術文化として次世代
に継承してきた。美術学部では、その
ような文化交流の影響を受けた日本
と台湾の若手アーティストが参加す
る「日本 ･ 台湾現代美術の現在と未来
—ローカリティとグローバルの振幅」
展を企画し、11月4日から16日までの
間、陳列館とアートスペースにおいて

開催した。
　展示では、日台それぞれから対比す
ると興味深い作風の作家を選抜し、作
品の発表を通して共通点や相違点を見
つけながら、双方の美術の現状を紹介
した。会期中にはシンポジウムも行い、
共通した問題意識、かつ異なった社会
的条件も持つ日本と台湾の美術におけ
る現状を、比較考察することができた。
　台湾文化部と共催した本事業により、
日台双方が互いの文化をより良く知り、
文化尊重の気運を高められたと考える。

3. [11.5]

ミャンマー・バガン遺跡の複製
壁画をミャンマー文化省へ寄贈

　11月5日、ミャンマー連邦共和国（以
下、「ミャンマー」）の首都ネーピードー
において、大学院美術研究科宮廻正明
教授からミャンマー文化省副大臣のサ
ンダーキン氏（Daw  Sanda Khin）へ、
ミャンマー文化省からの依頼により制
作したミャンマー・バガン遺跡の複製
壁画3種25点を寄贈した。
　この複製壁画は、11月12日～13日
にネーピードーで開催され、安倍晋三
首相も出席した ASEAN（東南アジア諸
国連合）サミット2014においてミャ
ンマー政府から ASEAN+3の各国首脳
へ記念品として贈呈された。
　本件は、本年10月初旬より本学とミ
ャンマー文化省の双方の合意形成によ
り急速に進展したグローバルな文化外
交プロジェクトであり、宮廻教授がミ
ャンマー文化省に対し、本学独自の文
化 財 複 製 特 許 技 術（2010年7月30日 
特許第4559524号）の紹介とともに実
際に制作した複製壁画サンプルを提示
したところ、本物と同等のクオリティ
ーを創出できる本学の文化財複製特許
技術にミャンマー文化省が強い関心を
もち、本学に対し正式にミャンマー・
バガン遺跡の複製壁画制作の依頼があ
ったもの。
　その後、ミャンマー文化省との折衝
を重ねつつ、急遽組まれた本学の調査
団によるミャンマー・バガン遺跡での
現地調査で得られた複製壁画の高精細
デジタルデータおよび3D 計測データ
を元に複製壁画の制作に着手し、今回
のミャンマー・バガン遺跡の複製壁画
3種25点の寄贈が実現した。

4. [11.30]

第2回国際木版画会議
（絵画科油画研究室）

Topics 
2014.8 – 2015.2

美術 FINE ARTS
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山﨑 行夫 様 2万円
井橋 光平 様 2万円
小寺 秀仁 様 2万円
磯貝 紀枝 様 1万円
根田 穂美子 様 1万円
鈴木 隆司 様 1万円
望月 光 様 1万円
三𠮷 浩樹 様 1万円
玉置 保子 様 1万円

お問い合わせは総務課渉外事業企画室：050-5525-2400　 
藝大基金 WEB サイト：  http://fund.geidai.ac.jp/

《個人の皆様》
小田 式子 様 100万円
北野 寛子 様 100万円
貫 行子 様 100万円
古沢 昭 様 30万円
植木 武裕 様 30万円
松村 一義 様 10万円
八木 健 様 5万円
藤間 勢波 様 5万円
木邨 系紀 様 3万円

「藝大通信」編集部では、皆様からのご意
見・ご感想などをお待ちしています。
今号の内容についてのご感想や、今後の
ご要望などありましたら、こちらまでお
寄せください。
〒110-8714　
東京都台東区上野公園12-8　
東京藝術大学総務課内　藝大通信編集部
FAX: 03-5685-7760
E-mail: toiawase@ml.geidai.ac.jp

編集部より

展覧会・演奏会の最新情報は、
東京藝術大学公式 Web サイト

（http://www.geidai.ac.jp/）
をご覧ください。

■ 展覧会についてのお問い合わせ先
・ 東京藝術大学大学美術館
  Tel. 03-5777-8600
  （NTT ハローダイヤル）

■ 演奏会についてのお問い合わせ先
・ 東京藝術大学演奏藝術センター
 Tel. 050-5525-2300

■ 演奏会チケットの取り扱い
・  藝大アートプラザ
  Tel 050-5525-2102
  （※2015.3.29（日）まで）
・  東京芸術大学生活協同組合
  Tel 03-3828-5669
  （※2015.4.1（水）より、店頭販売のみ）
・ ヴォートル・チケットセンター
 Tel. 03-5355-1280
・  東京文化会館チケットサービス
  Tel. 03-5685-0650
・ チケットぴあ
 Tel. 0570-02-9999
  （一部携帯電話・PHS・IP 電話は
  ご利用いただくことができません）
 ・  イープラス（e+）
  http://eplus.jp/

 内容 入場者数
 モーニング・コンサート第10回　藤田 華（Cl）、鈴木 梨香（Vn） 691
 モーニング・コンサート第11回　大久保 祐奈（Fl）、高橋 奈緒（Vn） 770
 モーニング・コンサート第12回　石若 駿（Per）、三輪 莉子（Vn） 929
 藝大オペラ定期　第60回　第1日 636
 藝大オペラ定期　第60回　第2日 595
 藝大21 和楽の美　邦楽絵巻「義経記～静と義経を巡って」 576
 上野の森オルガン・シリーズ2014 異国の J.S.BACH フランス編 507
 ピアノ・シリーズ「音楽の至宝」Vol.2  「ベートーヴェンのソナタ」 第3回 傑作の森 720
 ピアノ・シリーズ「音楽の至宝」Vol.2 「ベートーヴェンのソナタ」 第4回 ウィーン時代後期 782
 藝大フィルハーモニア定期演奏会（第365回藝大定期） 527 「生誕150年 オール・R．シュトラウス・プログラム」 
 ウィーンの魔笛　ヘンリク・ヴィーゼを迎えて 456
 「シェイクスピア ～人とその時代」 第3回 時空を越えたシェイクスピア 378
 うたシリーズ2014 生誕150年リヒャルト・シュトラウスの歌曲とオペラ 697
 藝大学生オーケストラ第51回定期演奏会（藝大定期第366回） 1051
 藝大フィルハーモニア・合唱定期（藝大定期第367回） 906
 藝大定期吹奏楽　第81回 1094
 「シェイクスピア ～人とその時代」 第４回東西が響き合うシェイクスピア 396
 邦楽定期演奏会　第81回 849
 藝大定期室内楽　第41回　第1日 548

開催日
2014年9月10日（水）

11月13日（木）
11月27日（木）
10月4日（土）
10月5日（日）
10月8日（水）

10月12日（日）
10月13日（月）
10月19日（日）

10月24日（金）

10月26日（日）
11月1日（土）
11月7日（金）

11月15日（土）
11月22日（土）
11月23日（日）
11月30日（日）
12月3日（水）

2015年1月31日（土）

東京藝術大学奏楽堂　2014年 9月〜 2015年 1月　入場者数報告

 会期 内容 来館者数
 8月30日（土）～ 9月14日（日） 第2回国際木版画会議特別企画展 6038  「木版ぞめき—日本でなにが起こったか—」
 9月12日（金）～10月26日（日） 台灣の近代美術—留学生たちの青春群像（1895–1945） 10493
 9月23日（火・祝）～10月19日（日）  平櫛田中コレクション—つくる・みる・あつめる— 6944

 10月31日（金）～ 11月3日（月・祝）
 美術教育研究会第20回大会企画展 

1975
   つくったり 考えたり—美術教育からのメッセージ—

 11月13日（木）～ 11月26日（水）
 河北秀也　東京藝術大学退任記念　

  地下鉄10年を走りぬけて　iichiko デザイン30年展 
9462

 12月18日（木） ～ 12月25日（木） 東京藝術大学 大学院美術研究科　博士審査展 4616
 1月26日（月）～1月31日（土） 第63回　東京藝術大学卒業・修了作品展 13246

東京藝術大学大学美術館　2014年 9月〜 2015年 1月　来館者数報告

編集後記

「藝大通信」は本号より「GEIDAI TSUSHIN」
と表記を改め、全体の大幅リニューアルを
図りました。「研究室探訪」や「卒業生に聞
く」などの人気の連載は、ページを増やし
読み応えのあるものとしましたが、何より、
年に2回という機会に、大学として紙媒体
で伝えるべきメッセージは何なのかを吟
味し、それを毎号「特集」という形で掲載す
るようにしました。初回の試みとなる本号
では、音・美を横断して行われる「障がい
とアーツ」のプロジェクトを取り上げまし
た。どうぞこれからの「GEIDAI TSUSHIN」
にもご期待ください。

藝大基金寄附者ご芳名 [2014.8–2015.1]

　東京藝術大学基金（藝大基金）へ温かいご支援を賜りました皆様に、心より深謝申し上げます。本号では、2014年8月
から2015年1月末日までに寄附申込いただいた皆様を掲載させていただきます（掲載をご承諾いただけた方のみ）。
　東京藝術大学は、皆様からのご支援により支えられています。末永くご支援・ご協力を賜りますよう、よろしくお願
い申し上げます。

《法人の皆様》
株式会社 平成建設 様 6000万円
株式会社 スタートトゥデイ 様 50万円
株式会社 東都文化財保存研究所 様 30万円
中川特殊鋼株式会社 様 20万円

鞍馬 邦明 様 1万円
坂口 悰治朗 様 1万円
古川 誠 様 1万円
石黒 秀子 様 1万円
岡本 達三 様 1万円
谷村 秀 様 1万円
田所 厚一郎 様 1万円
佐藤 節子 様 1万円
嬉野 紀子 様 6000円

飯田 豊子 様 5000円
岩根 雄次郎 様 5000円
三上 一郎 様 5000円
川名 節子 様 3000円
千葉 一彦 様
花﨑 範子 様
清水 晴雄 様
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　　　上野「文化の杜」
　　　新構想シンポジウム　　         [2015.1.31]

　1月31日（土）、東京藝術大学音楽学部第6ホールに
て、上野「文化の杜」新構想推進会議が主催するシンポ
ジウムが開催された。
　本会議は、宮田藝大学長、青柳文化庁長官が共同発起
人となり、2020年のオリンピック・パラリンピックを
契機とし、上野を年間3000万人の来訪者を誇る「文化
の杜」として、世界の文化交流の拠点化や東京藝術大学
が中心となり上野の各機関、美術館などとの連携によ
る「高度学芸員・アートプロデュース」などの人材育成
を目的としている。
　来場者は200名を超え、上野「文化の杜」新構想に対
する関心の高さがうかがわれた。
　開会に先立ち、昨年7月にバッハ国際コンクールで
第1位となった、器楽科2年の岡本誠司さんによる奏楽
があり、その後、共同発起人の青柳文化庁長官による開
会の挨拶があった。
　第1部の「文化の杜」新構想（中間報告）および意見募
集結果の公表では、WG 座長の北郷理事より、今まで
の WG での検討内容の報告があった。
　第2部のパネルディスカッションでは、モデレータ
を宮田学長、コメンテータを青柳長官、パネラーとして
石井幹子氏、小林清氏、中谷日出氏、日比野克彦氏、森ま
ゆみ氏が出席して、〈新たな創造発信拠点としての機能
強化に向けた取組〉のテーマでパネラー各氏がそれぞ
れの立場から、最終報告書に向けた集客策や人材育成、
上野の歴史などの発表があり、時間を忘れるほどの充
実した内容となった。

　　　バッハ国際コンクール１位の
　　　藝大2年岡本さん  学長へ受賞報告  [9.3]

　2014年7月にドイツ・ライプツィヒにて開催され
たバッハ国際コンクールのヴァイオリン部門で日本人
初の第1位を獲得した音楽学部2年の岡本誠司さんが、
9月3日、宮田学長へ受賞報告を行った。
　岡本さんは、「今回の結果は非常にうれしいが、さら
に努力を重ね、レベルアップしていきたい」、「世界で活
躍するためには、語学力がとても重要だということを
感じた」と語った。
　懇談後には演奏披露となり、コンクール1位の音色
を学長の前で披露した。さらに、同席していた音楽学部
の澤学部長（指導教員）と2名での演奏を披露し、学長
室での世界レベルの演奏に、多数詰めかけた事務局職
員からも大きな歓声が上がった。　　　　　　

　　　第16回「学長と語ろう こんさーと」
　　　を開催　　　　　　　　　　　  [10.25]

　10月25日（土）、本学奏楽堂にて、第16回奏楽堂トー
ク＆コンサート「学長と語ろう こんさーと」を開催した。
　各界でご活躍されているゲストをお迎えし、「芸術の
力を世界に発信しよう！」という趣旨で始まったコン
サートも16回目となり、今回は薬師寺の山田法胤管主
をゲストに迎え、「まほろばの心」をテーマにトークが
繰り広げられた。
　第2部のコンサートでは、東京藝大ウィンドオーケ
ストラ（指揮：山本正治音楽学部教授）による演奏が行
われ、大盛況の内に幕を閉じた。

学長室での演奏披露（左：岡本さん、右：澤音楽学部長）

第1部でのトーク（左：宮田学長、右：山田管主）

シンポジウムでのパネラー各氏

1

2

3

運営

イベント

News

　2014年度は、札幌及び福岡の2か所で試行的に実施
するが、音楽学部長をはじめとする本学教員等が現地
に赴き、公開型のレッスンを、受講料・入場料無料で実
施するので、受講者のみならず地域の方々にも是非会
場に足を運んでいただき、音楽をもっと身近なものと
して感じるきっかけにしてもらえればと考えている。
　なお、2015年度以降は、本学上野キャンパスにおけ
る実施を含め、対象地域や対象年次等を順次拡大予定
であり、さらに、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
等から誘致する世界一線級アーティストによる指導機
会の提供や、「飛び入学制度」の導入など、さらに魅力的
で体系的なプログラムへと発展させていく。

　文部科学省「スーパーグローバル大学創成支援」事業
は、徹底した「大学改革」と「国際化」を断行し、国際通用
性や国際競争力強化に取り組む大学への支援を目的と
しており、そのうち「グローバル化牽引型」は、これまで
の実績を基に更に先導的試行に挑戦し、我が国の社会
のグローバル化を牽引する大学に対する重点支援を行
うもの。
　このたび、本学構想「“藝大力”創造イニシアティブ～
オンリーワンのグローバル戦略～」が、全国37のスー
パーグローバル大学の一つに、芸術系大学としては唯
一採択された。
　本構想は、国内及びアジアにおいて確固たる地位にあ
る東京藝術大学が、世界水準の強み・特色を活かし、学

　本学は、我が国では初の試みとなる、将来音楽家を目
指す全国の子どもたちを対象とした「早期教育プロジ
ェクト」を開始する。
　本プロジェクトは、文部科学省「国立大学改革プラ
ン」を踏まえた本学の機能強化の一環として構想する
ものだが、特に音楽分野では、世界的な状況を見た場合

「早期教育」の有効性は明らかであることから、文化芸
術立国を目指す我が国においても、国際舞台で活躍で
きる音楽家育成を推進する上で必要不可欠と考え、国
立大学中唯一の芸術大学である本学の重要なミッショ
ンとして実施を決断した。
　本プロジェクトでは、日本全国を対象に早期教育を
実施し、幼少期から継続的・段階的に指導を行うこと
で優れた才能を開花させ、世界への飛躍に繫げること
を目指すが、特に昨今、少子化社会において音楽家を目
指す若者が減少傾向にある中、受験等様々な流れ・選
択の過程で、才能ある子どもが音楽家への道を断念し
てしまう状況が絶えないことに鑑み、まずは子どもた
ちの可能性を発見して最大限伸ばし、彼らの夢を実現
させてあげたいというのが我々の願いであり、本プロ
ジェクトにおける最大の目的である。
　さらに、地域における卓越人材の発掘・育成はもと
より、会場に集うすべての人々が“感動”や“ときめき”
を体感・共有することで地域の活性化に繫げるなど、

“音楽の魅力”や“芸術の力”を活かすことで、「地方創
生」の一助となればと考えている。

長の超強力なリーダーシップの下、国際連携プラットホ
ームの構築・持続的発展を目指すものであり、グローバ
ル人材育成機能強化や戦略的海外展開、国際プレゼンス
の確立など、斬新且つ大胆なグローバル戦略を、大学の
総力を結集し“オール藝大”体制により展開する。
　これにより、アジアにおける中核的機関としての機
能・役割を一層明確にしつつ、さらなる高み“世界の頂”
を目指し、海外の大学・関係機関等との連携基盤を活
かしながら、世界トップアーティスト育成をはじめ、ガ
バナンス機能強化等大学改革を総合的に推進すること
により、世界の有力芸術大学をも凌駕・超越する国際
ブランド“藝大”への飛躍を目指す。
　併せて、本学が立地する“上野の杜”の芸術文化施設・
文化資源等、世界屈指の潜在力を活かし、本学が推進す
るグローバル人材育成と、2020年東京オリンピック
開催を視野に推進する“上野「文化の杜」新構想”を、本
学がコンダクターとなって有機的に連動させ、藝大の

“人財”等ポテンシャルを活かした「文化プログラム」の
実行等シナジー効果を演出することで“上野の杜”を

「国際遊学都市」に飛躍させ、パリやロンドン等、世界を
代表する芸術文化都市に比肩する「国際芸術文化拠点」
への持続的発展に繫げ、さらに文化庁・東京都等関係
機関との連携により、多様な文化資源のシームレスな
流れを創出し、国際的都市“東京”の芸術文化ネットワ
ーク構築を目指す。
　今回の採択を契機に、宮田学長の下、“オール藝大”体
制により、アジアの芸術系大学のフラグシップとして、
さらには国家戦略実行のフロントランナーとして、“世
界の頂”を目指した先導的取組を実行していく。

早期教育プロジェクト 2014
～夢を夢で終わらせない～

「スーパーグローバル大学創成支援」
事業において、本学構想が採択

1.

1.

2.

3.

2.
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