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く
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献
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　い
ま
の
僕
に
と
っ
て
、学
生
の
資
質
を

見
極
め
る
こ
と
が
重
要
な
仕
事
で
、オ
ー

ソ
ド
ッ
ク
ス
な
作
品
を
つ
く
る
の
が
向
い

て
い
る
学
生
と
、ど
ん
ど
ん
新
し
い
こ
と

を
試
み
て
い
く
学
生
を
見
極
め
て
い
く
こ

と
が
大
事
だ
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。彫

刻
家
に
な
り
た
い
と
い
う
学
生
か
ら
、本

人
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
引
き
出
す
た
め
、

「
現
代
彫
刻
に
は
こ
う
い
う
の
が
あ
る
」と

い
う
例
を
挙
げ
て
真
似
さ
せ
る
の
は
簡
単

な
の
で
す
。僕
が
藝
大
に
入
っ

た
こ
ろ
は
、い
ま
よ
り
も
っ
と
保

守
的
な
教
育
の
あ
り
方
で
し

た
。そ
れ
に
反
発
し
て
勉
強
し

て
き
た
の
で
す
が
、「
新
し
い
こ

と
を
ど
ん
ど
ん
や
り
な
さ
い
」

と
指
導
す
れ
ば
い
い
か
と
い
う

と
、決
し
て
そ
う
と
は
言
い
切

れ
な
い
。過
去
の
彫
刻
表
現
を

踏
ま
え
た
う
え
で
、そ
れ
を
ど

う
や
っ
て
自
分
の
な
か
で
昇
華

し
て
い
く
の
か
が
重
要
な
の
で

す
。だ
か
ら
、僕
も
新
し
い
こ
と

を
知
ら
な
く
て
は
い
け
な
い

し
、古
い
こ
と
の
良
さ
を
教
え

て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い
。

　僕
自
身
、若
い
と
き
は
新
し

い
表
現
で
作
品
を
つ
く
り
た
か
っ
た
。当

時
流
行
っ
て
い
た
現
代
美
術
の
方
法
、た

と
え
ば
ミ
ニ
マ
ル・ア
ー
ト
の
よ
う
な
こ
と

を
や
り
た
い
と
思
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま

す
。で
も
藝
大
に
入
っ
て
か
ら
、い
ろ
い
ろ

考
え
て
、そ
う
い
う
こ
と
は
真
似
で
は
な

い
か
と
思
い
、自
分
の
な
か
の
こ
と
を
掘

り
下
げ
て
仕
事
を
し
よ
う
と
決
め
た
の

で
す
。そ
の
こ
ろ
木
彫
は
古
い
ジ
ャ
ン
ル

と
い
う
意
識
が
強
く
て
、新
し
い
こ
と
を

や
る
な
ら
、金
属
や
石
を
素
材
に
す
る

人
が
多
か
っ
た
で
す
ね
。で
も
自
分
に
は

木
が一
番
に
思
え
た
の
で
す
。

　僕
の
ア
ト
リ
エ
は
家
と
学
校
に
あ
り
ま

す
が
、学
校
で
制
作
す
る
こ
と
が
多
い
の

は
、学
生
と
一
緒
に
つ
く
る
こ
と
で
、お
お

げ
さ
に
言
え
ば
背
中
を
見
て
ほ
し
い
と
い

う
気
持
ち
が
あ
り
ま
す
。作
家
と
教
育

者
の
片
方
に
偏
っ
て
し
ま
う
の
で
は
い
け

な
い
。よ
い
仕
事
を
し
な
け
れ
ば
学
生
た

ち
も
僕
の
話
を
聞
い
て
く
れ
な
い
だ
ろ
う

し
、自
分
の
創
作
を
反
映
さ
せ
な
が
ら
指

導
す
る
の
が
大
事
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　日
本
美
術
に
お
け
る
木
の
存
在
と
い

う
の
は
、す
ご
く
大
き
い
も
の
な
の
で

す
。東
京
藝
大
美
術
学
部
の
前
身
、東

京
美
術
学
校
に
彫
刻
科
が
で
き
た
と

き
、木
彫
だ
け
で
始
ま
り
ま
し
た
。二
代

目
校
長
で
実
質
的
に
は
美
術
学
校
を
つ

く
っ
た
岡
倉
天
心
が
、西
洋
の
塑
造
が
も

て
は
や
さ
れ
て
い
た
な
か
で
木
彫
を
主
導

伝
統
の
継
承
か
ら
生
ま
れ
る

木
彫
の
発
展

深
井
隆（
ふ
か
い
・
た
か
し
）

教
授―

美
術
学
部
彫
刻
科

一
九
五
一
年
群
馬
県
生
ま
れ
。七
六
年
東
京
藝
術
大
学
美
術
学
部
彫
刻
科

卒
業
。七
八
年
東
京
藝
術
大
学
大
学
院
美
術
研
究
科
彫
刻
専
攻
修
了
。八

四
年
〜
東
京
藝
術
大
学
美
術
学
部
彫
刻
科
講
師
。八
五
年
〜
文
部
省
在

外
研
究
員
と
し
て
英
国（
王
立
美
術
学
校
／
Ｒ
・
Ｃ
・
Ａ
）に
滞
在
、研
究
。

九
四
年
〜
東
京
藝
術
大
学
美
術
学
部
彫
刻
科
助
教
授
。二
〇
〇
五
年
か
ら

同
教
授
。

お
も
な
受
賞
歴
に
一
九
八
八
年
第
十
九
回
中
原
悌
二
郎
賞
優
秀
賞
、八
九
年

第
十
四
回
平
櫛
田
中
賞
、九
七
年
第
十
七
回
現
代
日
本
彫
刻
展（
山
口
）

（
宇
部
市
野
外
彫
刻
美
術
館
賞
・
埼
玉
県
立
美
術
館
賞
）、九
九
年
第
二
十

七
回
長
野
市
野
外
彫
刻
賞
、二
〇
〇
二
年
第
十
二
回
タ
カ
シ
マ
ヤ
美
術
賞
、

〇
三
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第
六
回
倉
吉
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の
彫
刻
賞
。
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日
本
で
な
に
が
起
こ
っ
た
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和
楽
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美 
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楽
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巻「
義
経
記
〜
静
と
義
経
を
巡
っ
て
」
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編
集
後
記

し
た
の
は
、個
人
的
に
は
先
見
の
明
が

あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　二
〇
〇
一
年（
平
成
十
三
）に
大
学
美

術
館
の
陳
列
館
で
、彫
刻
科
の
企
画
に

よ
り
、「
垂
直
の
時
間

　彫
刻―

過
去
・

現
在
・
未
来
」と
い
う
展
覧
会
を
催
し
ま

し
た
。ち
ょ
う
ど
二
十
一
世
紀
に
入
っ
て
、

大
学
美
術
館
の
収
蔵
品
を
中
心
に
、日

本
の
彫
刻
の
歴
史
を
垂
直
的
に
考
え
た

い
と
思
っ
た
の
で
す
。日
本
の
彫
刻
家
た

ち
に
、日
本
が「
木
の
国
」だ
と
い
う
こ
と

を
改
め
て
実
感
し
て
ほ
し
い
。歴
史
の
伝

承
と
継
承
を
自
分
な
り
に
訴
え
た
い
と

思
っ
て
試
み
た
企
画
で
し
た
。さ
ま
ざ
ま

な
表
現
媒
体
の
な
か
で
も
木
は
非
常
に

優
れ
た
素
材
だ
し
、日
本
人
に
は
体
質

的
に
も
心
情
的
に
も
木
が
合
っ
て
い
る
。

日
本
文
化
の
基
層
に
は
、木
に
対
す
る

精
神
的
、宗
教
的
思
想
が
根
ざ
し
て
い
ま

す
か
ら
。

　新
し
い
表
現
と
い
う
の
は
、継
承
と
破

壊
と
発
展
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
な
の
で

す
。た
だ
継
承
す
る
だ
け
で
は
な
く
、既

存
の
も
の
を
乗
り
越
え
て
い
く
に
は
、否

定
し
て
前
進
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。近

視
眼
的
に
見
る
と
、新
し
い
こ
と
は
破
壊

に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、歴
史

を
学
び
、否
定
す
べ
き
こ
と
は
否
定
し

て
、初
め
て
新
し
い
美
術
表
現
が
出
て
く

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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部
市
野
外
彫
刻
美
術
館
賞
・
埼
玉
県
立
美
術
館
賞
）、九
九
年
第
二
十

七
回
長
野
市
野
外
彫
刻
賞
、二
〇
〇
二
年
第
十
二
回
タ
カ
シ
マ
ヤ
美
術
賞
、

〇
三
年
第
六
回
倉
吉
緑
の
彫
刻
賞
。

藝
大
通
信

N
o.29

TO
K

YO
 G

EID
A

I

東
京
藝
術
大
学
広
報
誌

藝
大
通
信 

第
29
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
藝
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

■
表
紙
撮
影

堀
口
宏
明

■
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
二
十
六
年
九
月
五
日

■
お
問
い
合
わ
せ
先

東
京
藝
術
大
学
総
務
課

〒
一一
〇
ー
八
七一四
　
東
京
都
台
東
区
上
野
公
園
十
二
ー
八

電
話 

〇
五
〇
ー
五
五
二
五
ー
二
〇
二
六

F
A
X 

〇
三
ー
五
六
八
五
ー
七
七
六
〇

E-m
ail toiaw

ase@
m

l.geidai.ac.jp
U
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w
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受
賞
教
員
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー 

第
10
回 

深
井 

隆

 geidai gallery vol.9

ヨ
コ
ミ
ゾ
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コ
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教
員
は
語
る 

第
21
回 

中
山
英
之×

中
木
健
二

受
賞
学
生
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー 

第
12
回

杉
山
夏
実　
網
守
将
平　
坂
下
雄
一
郎

 TO
P

IC
S

映
旬 

美
旬 

音
旬  

卒
業
生
に
聞
く
。　第
8
回

藤
原
道
山

研
究
室
探
訪
　
第
8
回

音
楽
学
部
音
楽
環
境
創
造
科

上
野
の
寄
り
道 

散
歩
道 

第
10
回
　

国
立
西
洋
美
術
館

上
野
の
杜
の
波
瀾
万
丈 

第
18
回

最
終
回
に
寄
せ
て

吉
田
千
鶴
子 

橋
本
久
美
子

展
覧
会
＆
演
奏
会
情
報

木
版
ぞ
め
き―

日
本
で
な
に
が
起
こ
っ
た
か―

／

和
楽
の
美 

邦
楽
絵
巻「
義
経
記
〜
静
と
義
経
を
巡
っ
て
」

　

N
EW

S 2014.02

〜2014.07

編
集
後
記

し
た
の
は
、個
人
的
に
は
先
見
の
明
が

あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　二
〇
〇
一
年（
平
成
十
三
）に
大
学
美

術
館
の
陳
列
館
で
、彫
刻
科
の
企
画
に

よ
り
、「
垂
直
の
時
間

　彫
刻―

過
去
・

現
在
・
未
来
」と
い
う
展
覧
会
を
催
し
ま

し
た
。ち
ょ
う
ど
二
十
一
世
紀
に
入
っ
て
、

大
学
美
術
館
の
収
蔵
品
を
中
心
に
、日

本
の
彫
刻
の
歴
史
を
垂
直
的
に
考
え
た

い
と
思
っ
た
の
で
す
。日
本
の
彫
刻
家
た

ち
に
、日
本
が「
木
の
国
」だ
と
い
う
こ
と

を
改
め
て
実
感
し
て
ほ
し
い
。歴
史
の
伝

承
と
継
承
を
自
分
な
り
に
訴
え
た
い
と

思
っ
て
試
み
た
企
画
で
し
た
。さ
ま
ざ
ま

な
表
現
媒
体
の
な
か
で
も
木
は
非
常
に

優
れ
た
素
材
だ
し
、日
本
人
に
は
体
質

的
に
も
心
情
的
に
も
木
が
合
っ
て
い
る
。

日
本
文
化
の
基
層
に
は
、木
に
対
す
る

精
神
的
、宗
教
的
思
想
が
根
ざ
し
て
い
ま

す
か
ら
。

　新
し
い
表
現
と
い
う
の
は
、継
承
と
破

壊
と
発
展
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
な
の
で

す
。た
だ
継
承
す
る
だ
け
で
は
な
く
、既

存
の
も
の
を
乗
り
越
え
て
い
く
に
は
、否

定
し
て
前
進
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。近

視
眼
的
に
見
る
と
、新
し
い
こ
と
は
破
壊

に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、歴
史

を
学
び
、否
定
す
べ
き
こ
と
は
否
定
し

て
、初
め
て
新
し
い
美
術
表
現
が
出
て
く

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「逃れゆく思念―海―」2014年
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美
術
学
部
建
築
科
―
准
教
授　

ヨ
コ
ミ
ゾ
マ
コ
ト
「
Ｙ
Ｉ
Ｈ
」二
〇
一
四
年（
撮
影
：
小
川
重
雄
）

藝
大
か
ら
歩
い
て
3
分
。

都
市
に
残
さ
れ
た
貴
重
な
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
と
も
い
え
る

寺
院
に
向
い
て
大
き
な
開
口
部
を
持
つ
住
宅
。
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中
山　

学
部
か
ら
大
学
院
の
修
士
ま
で
藝
大
に
お
り
ま

し
た
。
そ
の
後
、
設
計
事
務
所
に
勤
め
て
、
自
分
の
事

務
所
を
開
い
た
の
で
す
。
藝
大
で
は
非
常
勤
講
師
と
し

て
、
住
宅
か
ら
ち
ょ
っ
と
し
た
街
区
の
計
画
ま
で
、
さ

ま
ざ
ま
な
架
空
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
学
生
に
出
題
し
、

彼
ら
が
模
型
や
図
面
を
使
っ
て
設
計
案
を
ま
と
め
て
い

く
プ
ロ
セ
ス
を
指
導
す
る
「
設
計
製
図
」
を
数
年
受
け

持
ち
ま
し
た
。
そ
し
て
今
年
か
ら
、
常
勤
の
形
で
、
上

野
に
通
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

中
木　

僕
は
学
部
を
二
年
半
で
休
学
し
、
そ
の
ま
ま
退

学
し
た
の
で
、
日
本
で
の
最
終
学
歴
は
藝
大
中
退
な
の

で
す（
笑
）。
パ
リ
の
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ワ
ー
ル
（
国

立
高
等
音
楽
院
）
に
移
っ
た
の
で
す
が
、
留
学
す
る
際

の
年
齢
制
限
が
あ
っ
た
の
で
、
藝
大
を
卒
業
し
て
か
ら

で
は
間
に
合
わ
な
か
っ
た
の
で
す
。
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト

ワ
ー
ル
に
は
、
一
般
課
程
と
第
三
課
程
と
い
う
プ
ロ

フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
な
課
程
ま
で
在
籍
し
、
そ
の
後
ボ
ル

ド
ー
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ（
国
立
ボ
ル
ド
ー
・
ア
キ
テ
ー

ヌ
管
弦
楽
団
）に
首
席
奏
者
と
し
て
三
年
半
い
ま
し
て
、

こ
の
春
帰
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
す
。

中
山　

僕
は
全
く
勉
強
を
し
な
い
高
校
生
だ
っ
た
の
で

す
が
、
あ
る
と
き
急
に
建
築
に
興
味
を
持
っ
て
、
建
築

を
勉
強
す
る
の
に
最
も
優
れ
た
大
学
を
調
べ
て
み
た
の

で
す
。
そ
う
し
た
ら
ど
こ
に
も
、
東
大
だ
と
書
い
て
あ

る
。
で
も
、
自
分
の
学
力
で
は
到
底
無
理
で
す
。
そ
ん

な
と
き
、
藝
大
に
も
建
築
科
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
、

も
う
こ
こ
し
か
な
い
、
と
。
音
楽
系
の
人
間
が
多
い
家

系
だ
っ
た
せ
い
も
あ
り
ま
し
て
、
東
京
藝
大
に
は
何
と

な
く
親
し
み
を
感
じ
て
い
た
の
で
す
。二
歳
上
の
姉
も
、

藝
大
を
卒
業
し
て
か
ら
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ワ
ー
ル
の
リ

ヨ
ン
校
に
入
学
し
、
い
ま
は
パ
リ
に
住
ん
で
い
ま
す
。

チ
ェ
ン
バ
ロ
を
弾
い
て
い
ま
し
て
、
教
会
で
演
奏
を
し

た
り
、
バ
レ
エ
公
演
の
伴
奏
を
し
た
り
、
町
の
音
楽
家

み
た
い
な
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

中
木　

お
姉
さ
ま
は
チ
ェ
ン
バ
ロ
を
弾
か
れ
る
の
で
す

か
。
す
ば
ら
し
い
で
す
ね
。
フ
ラ
ン
ス
は
日
本
よ
り
も

ず
っ
と
古
楽
の
需
要
が
高
く
、
独
立
し
た
分
野
と
し
て

確
立
し
て
い
ま
す
。向
こ
う
で
驚
い
た
の
は
、タ
ク
シ
ー

に
乗
っ
た
と
き
運
転
手
が
、「
私
、
ヴ
ィ
ヴ
ァ
ル
デ
ィ

が
好
き
で
、こ
の
団
体
の
録
音
を
よ
く
聴
い
て
い
ま
す
」

と
古
楽
演
奏
の
専
門
団
体
を
挙
げ
る
ぐ
ら
い
、
シ
ェ
ア

が
大
き
い
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。

　

音
楽
を
共
有
す
る
空
間
の
あ
り
方
が
、
日
本
と
フ
ラ

ン
ス
で
は
大
き
く
違
っ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
教
会
で

は
、
礼
拝
の
と
き
や
、
婚
礼
や
葬
礼
と
い
っ
た
家
庭
の

な
か
の
イ
ベ
ン
ト
の
際
に
音
楽
が
演
奏
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
食
事
の
前
に
聴
い
た
り
、
踊
る
た
め
の
音
楽
も
身

近
な
も
の
で
し
た
。
一
方
が
発
信
し
、
一
方
が
受
け
取

る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
双
方
が
一
体
化
し
て
い
て
、

教
会
も
サ
ロ
ン
も
オ
ペ
ラ
座
も
生
活
の
一
部
な
の
で

す
。
で
す
か
ら
日
本
の
よ
う
に
、
受
動
的
に
聞
く
だ
け

の
目
的
で
演
奏
会
に
足
を
運
ぶ
と
い
う
の
は
、
伝
統
的

な
も
の
と
は
少
し
違
っ
た
印
象
を
受
け
ま
す
。

中
山　

大
学
を
出
て
か
ら
伊
東
豊
雄
建
築
設
計
事
務
所

で
八
年
間
働
い
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
こ
で
担
当
し
た

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
、
ま
つ
も
と
市
民
芸
術
館
と
い
う
長

野
県
松
本
市
に
あ
る
ホ
ー
ル
の
設
計
で
し
た
。
設
計
に

先
立
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
気
に
な
る
ホ
ー
ル
を
幾
つ

か
見
て
回
っ
た
の
で
す
が
、
日
本
の
ホ
ー
ル
と
の
使
わ

れ
方
の
違
い
に
驚
き
ま
し
た
。お
も
し
ろ
か
っ
た
の
は
、

た
と
え
ば
ガ
ル
ニ
エ
の
オ
ペ
ラ
座
で
、
い
ち
ば
ん
安
い

チ
ケ
ッ
ト
で
天
井
桟
敷
に
行
っ
た
と
き
に
、
馬
蹄
形
劇

場
の
多
段
バ
ル
コ
ニ
ー
の
上
の
ほ
う
の
席
か
ら
は
、
舞

台
が
全
然
見
え
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。
そ
こ
で
知
っ
た

の
は
、
劇
場
は
必
ず
し
も
、
あ
の
四
角
い
プ
ロ
セ
ニ
ア

ム
の
枠
の
中
を
見
る
た
め
だ
け
の
空
間
で
は
な
い
、
と

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
音
楽
の
あ
り
方

オ
ペ
ラ
劇
場
の
意
義
と
目
的

中 

山　

英 

之

美
術
学
部
建
築
科 

准
教
授

第
21
回教

員
は
語
る

住宅「2004」©Toshiyuki Yano
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い
う
こ
と
で
し
た
。
そ
も
そ
も
劇
場
は
社
交
の
場
で
も

あ
っ
て
、「
向
か
い
の
バ
ル
コ
ニ
ー
に
す
て
き
な
人
は

い
な
い
か
な
」
な
ん
て
こ
と
を
楽
し
む
空
間
だ
っ
た
の

で
す
ね
。
だ
か
ら
、
客
席
は
必
ず
し
も
暗
転
し
な
か
っ

た
と
い
い
ま
す
。
ホ
ワ
イ
エ
が
あ
れ
ほ
ど
き
ら
び
や
か

な
の
も
、
イ
ン
タ
ー
ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
休
憩
で
は
な
く
、

勝
負
の
時
間
だ
っ
た
と
考
え
れ
ば
納
得
が
い
き
ま
す
。

一
方
現
代
で
は
、
そ
ん
な
天
井
桟
敷
席
に
は
小
さ
な
読

書
灯
が
備
え
付
け
て
あ
っ
て
、
音
楽
学
生
が
安
い
チ

ケ
ッ
ト
代
で
譜
面
を
追
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
り
す

る
。
同
じ
空
間
が
時
代
を
経
て
、
社
交
の
場
か
ら
学
び

の
場
に
切
り
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
、感
動
し
ま
し
た
。

　

本
場
の
馬
蹄
形
劇
場
を
見
て
き
て
、
僕
た
ち
も
あ
ん

な
バ
ル
コ
ニ
ー
席
が
つ
く
り
た
い
、
舞
台
の
す
ぐ
そ
ば

に
聴
衆
が
垂
直
に
居
並
ん
で
い
る
空
間
が
つ
く
り
た

い
、
と
思
い
な
が
ら
設
計
し
た
の
で
す
が
、
ま
つ
も
と

市
民
芸
術
館
は
、
小
澤
征
爾
さ
ん
が
主
催
す
る
「
サ
イ

ト
ウ
・
キ
ネ
ン
・
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
の
オ
ペ
ラ
公
演

会
場
と
し
て
も
想
定
さ
れ
て
い
た
の
で
、
す
べ
て
の
座

席
か
ら
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
ピ
ッ
ト
の
中
に
い
る
小
澤
さ

ん
の
姿
が
見
え
る
よ
う
に
設
計
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
の
葛
藤
が
、
僕
に
と
っ
て
生
ま
れ
て
初
め
て
の

実
施
設
計
の
貴
重
な
経
験
で
し
た
。

中
木　

伝
統
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
町
に
は
、
ど
こ
で
も

ひ
と
つ
劇
場
が
あ
っ
て
、
そ
こ
は
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル

と
は
機
能
や
目
的
が
違
う
の
で
す
。
オ
ペ
ラ
も
含
め
て

舞
台
を
楽
し
む
と
こ
ろ
で
、
日
本
の
ホ
ー
ル
ほ
ど
響
か

な
い
で
す
し
、
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
の
醍
醐
味
が
味
わ
え
る

わ
け
で
も
な
い
。
ボ
ル
ド
ー
に
は
ボ
ル
ド
ー
国
立
大
劇

場
と
い
う
、
パ
リ
の
ガ
ル
ニ
エ
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
劇

場
が
あ
り
、
そ
こ
が
僕
の
職
場
だ
っ
た
の
で
す
が
、
そ

こ
と
は
別
に
音
楽
ホ
ー
ル
が
あ
っ
て
二
つ
は
完
全
に
分

け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

中
山　

劇
場
が
郊
外
で
は
な
く
街
の
中
に
あ
る
の
は
、

と
て
も
大
事
な
こ
と
で
す
よ
ね
。
で
も
た
と
え
ば
バ
ス

テ
ィ
ー
ユ
の
オ
ペ
ラ
座
は
、
風
景
の
な
か
で
そ
の
巨
体

を
街
が
持
て
余
し
て
い
る
よ
う
な
感
じ
も
し
ま
す
。
ガ

ル
ニ
エ
は
も
う
少
し
コ
ン
パ
ク
ト
だ
け
れ
ど
も
、
今
で

は
オ
ペ
ラ
の
上
演
に
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
て
い
な
い
。

フ
ル
サ
イ
ズ
の
オ
ペ
ラ
劇
場
と
い
う
も
の
が
、
い
っ
た

い
誰
の
た
め
に
建
て
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と

は
、
僕
に
と
っ
て
は
大
き
な
、
建
築
の
課
題
で
す
。

　

ま
つ
も
と
市
民
芸
術
館
も
専
用
劇
場
と
し
て
一
年
に

一
回
あ
る
サ
イ
ト
ウ
・
キ
ネ
ン
・
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の

た
め
だ
け
で
運
営
し
て
い
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
の

で
、
基
本
的
に
は
市
民
会
館
で
す
。
た
だ
、
オ
ペ
ラ
の

た
め
の
劇
場
は
、
舞
台
だ
け
で
四
〇
メ
ー
ト
ル
四
方
も

あ
る
よ
う
な
巨
大
な
空
間
が
必
要
で
、
市
民
会
館
と
し

て
は
持
て
余
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
僕
た
ち
の
設
計
で

は
、
舞
台
の
上
に
も
う
ひ
と
つ
小
さ
な
劇
場
が
つ
く
れ

る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
普
段
は
客
席
か
ら
見
る
こ
と
し

か
で
き
な
い
舞
台
の
上
に
お
客
さ
ん
が
入
っ
て
こ
ら
れ

る
よ
う
に
、
三
六
〇
席
の
折
り
畳
み
式
の
客
席
を
セ
ッ

テ
ィ
ン
グ
し
て
、
ホ
ワ
イ
エ
か
ら
直
接
舞
台
に
出
ら
れ

る
よ
う
に
し
た
ん
で
す
。
実
験
劇
場
と
呼
ん
で
い
る
の

で
す
け
れ
ど
も
、
ふ
だ
ん
は
人
の
目
に
触
れ
る
こ
と
の

な
い
裏
側
に
市
民
が
入
っ
て
き
て
、
自
分
た
ち
の
劇
場

と
し
て
使
え
る
よ
う
な
工
夫
を
形
に
し
た
も
の
で
す
。

　

日
本
に
多
く
あ
る
、
市
民
会
館
の
よ
う
な
多
目
的
劇

場
の
あ
り
方
と
い
う
の
は
、
僕
ら
が
建
築
の
勉
強
を
し

て
い
た
と
き
に
は
批
判
さ
れ
も
し
ま
し
た
。け
れ
ど
も
、

す
で
に
日
本
全
国
に
あ
る
市
民
会
館
の
延
長
に
あ
る
日

本
ら
し
い
ホ
ー
ル
の
あ
り
方
と
い
う
の
を
も
う
少
し
肯

定
的
に
考
え
る
空
間
の
あ
り
方
と
か
、
そ
の
場
所
な
ら

で
は
の
時
間
の
過
ご
し
方
を
、
こ
れ
か
ら
考
え
て
い
け

た
ら
す
ご
く
い
い
だ
ろ
う
な
と
思
う
よ
う
に
な
っ
て
き

ま
し
た
。

中
木　

僕
は
、
先
生
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
は
全
然
慣
れ

な
い
で
す
。
つ
ま
り
、
一
演
奏
家
と
し
て
学
生
の
音
楽

美
術
学
部
と
音
楽
学
部
の
交
流

中 
木　

健 

二

音
楽
学
部
器
楽
科（
弦
楽
）
准
教
授

藝
大
へ
の
期
待
・
抱
負
・
提
言

© Mirco Magliocca
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と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。
た
だ
、
そ
う
す

る
と
す
ぐ
に「
セ
オ
リ
ー
」の
よ
う
な
も
の
が
現
れ
て
、

幅
を
き
か
せ
ま
す
。
手
っ
取
り
早
い
定
式
の
よ
う
な

も
の
が
、
ど
ん
ど
ん
風
景
を
作
っ
て
い
っ
て
し
ま
う

よ
う
な
こ
と
も
起
こ
っ
て
し
ま
う
。

　

だ
か
ら
、
僕
は
そ
こ
に
ど
の
く
ら
い
実
感
を
持
つ
こ

と
が
で
き
る
の
か
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
が
す
ご
く
大
事
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
演
奏
家
が
楽
屋
口
か

ら
入
っ
て
い
く
ナ
ー
バ
ス
な
空
気
を
実
感
で
き
て
い
る

か
、聴
衆
が
演
奏
会
を
聴
き
終
え
て
、町
の
喧
騒
に
戻
っ

て
い
く
瞬
間
の
空
気
を
実
感
で
き
て
い
る
か
。
そ
う
い

う
実
感
を
持
つ
こ
と
が
、セ
オ
リ
ー
を
学
ぶ
よ
り
、も
っ

と
ず
っ
と
大
切
な
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。
先
ほ
ど
中

木
先
生
が
、
物
が
つ
く
ら
れ
て
い
く
過
程
に
お
け
る
苦

心
や
創
造
の
苦
し
み
を
知
る
こ
と
が
、
最
終
的
に
は
演

奏
家
と
し
て
の
自
分
を
つ
く
っ
て
い
く
け
れ
ど
も
そ
れ

は
教
え
ら
れ
な
い
、
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
を
と
て
も

共
感
し
て
聞
い
て
い
ま
し
た
。

中
木　

四
月
の
終
わ
り
に
第
六
ホ
ー
ル
の
竣
工
記
念
演

奏
会
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
僕
が
藝
大
に
戻
っ
て
最
初

に
演
奏
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
が
、そ
の
舞
台
で
し
た
。

こ
の
ホ
ー
ル
を
つ
く
り
上
げ
て
、
演
奏
さ
れ
る
ま
で
の

過
程
と
い
う
の
は
、
建
築
家
と
音
楽
家
の
あ
い
だ
で

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
な
さ
れ
て
で
き
上
が
っ
た
も
の

で
、
稀
に
見
る
出
来
事
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う

の
で
す
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
学
生
が
見
る
こ
と
が
で
き

た
の
は
、
と
て
も
意
義
深
い
こ
と
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。

　

幸
い
に
僕
も
ボ
ル
ド
ー
で
、大
き
な
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー

ホ
ー
ル
が
で
き
上
が
っ
て
い
く
過
程
に
立
ち
会
う
こ

と
が
で
き
た
の
で
す
が
、
ア
コ
ー
ス
テ
ィ
ッ
ク
を
調

整
す
る
技
師
と
話
を
し
て
、
こ
う
し
た
ら
い
い
の
で

は
な
い
か
、
あ
あ
し
た
ら
い
い
の
で
は
な
い
か
と
、

議
論
し
な
が
ら
つ
く
っ
て
い
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
言

え
ば
、
ホ
ー
ル
と
い
う
の
は
一
度
完
成
し
て
も
、
継

続
的
に
試
行
錯
誤
が
重
ね
ら
れ
て
い
く
も
の
な
の
で

す
。
自
分
が
演
奏
す
る
そ
の
瞬
間
ま
で
、
そ
う
い
っ

に
触
れ
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
演
奏
家
の
魅
力
が
ど

ん
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
か
、
ま
た
ど
こ
に
隠
れ
て
い
る

の
か
に
し
か
興
味
が
な
い
と
い
っ
て
も
言
い
過
ぎ
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
上
で
、
難
し
い
も
の
が

弾
け
る
よ
う
に
な
っ
た
、
い
ま
ま
で
で
き
な
か
っ
た
技

術
が
こ
な
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
、
学
生

た
ち
は
も
の
す
ご
く
固
執
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
す

る
。
で
も
そ
れ
が
実
際
に
、
僕
が
聴
衆
の
ひ
と
り
と

し
て
演
奏
会
を
聞
い
た
と
き
に
、「
そ
れ
で
、
何
が
？
」

と
い
う
ふ
う
に
な
る
部
分
も
あ
る
と
思
う
の
で
す
。

　

で
す
か
ら
、学
生
と
の
最
初
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
は
、

こ
ん
な
ふ
う
に
自
己
紹
介
し
ま
し
た
。「
僕
は
み
ん
な

が
こ
れ
ま
で
に
習
っ
て
き
た
よ
う
な
先
生
と
は
違
う

し
、
僕
の
や
り
方
を
君
た
ち
に
伝
え
る
と
い
っ
た
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
か
わ
り
に
君
た
ち
の
演
奏
の
一

中
木
健
二（
な
か
ぎ
・
け
ん
じ
）

音
楽
学
部
器
楽
科（
弦
楽
）准
教
授

一
九
八
二
年
愛
知
県
岡
崎
市
生
ま
れ
。
東
京
藝
術
大
学
音
楽
学
部
器
楽
科

を
経
て
二
〇
〇
三
年
渡
仏
。
ロ
ー
ム
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
フ
ァ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン

の
奨
学
生
と
し
て
パ
リ
国
立
高
等
音
楽
院
チ
ェ
ロ
科
に
入
学
、
〇
七
年
に

同
音
楽
院
を
プ
ル
ミ
エ
・
プ
リ（
一
等
賞
）お
よ
び
審
査
員
特
別
賞
を
も
っ

て
卒
業
、
引
き
続
き
同
音
楽
院
第
三
課
程
進
学
。
同
年
ス
イ
ス
・
ベ
ル
ン

高
等
音
楽
院
ソ
リ
ス
ト
・
デ
ィ
プ
ロ
マ
コ
ー
ス
に
入
学
、
〇
九
年
同
音

楽
院
を
首
席
で
卒
業
。
一
〇
年
フ
ラ
ン
ス
国
立
ボ
ル
ド
ー
・
ア
キ
テ
ー
ヌ

管
弦
楽
団
首
席
奏
者
に
就
任
。
十
三
年
、
キ
ン
グ
レ
コ
ー
ド
よ
り
ア
ル
バ
ム

「
美
し
き
夕
暮
れ
」を
リ
リ
ー
ス
。
使
用
楽
器
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
イ
エ
ロ
ー
エ
ン

ジ
ェ
ル
よ
り
貸
与
さ
れ
て
い
る
一
七
〇
〇
年
製
ヨ
ー
ゼ
フ
・
グ
ァ
ル
ネ
リ
。

二
〇
一
四
年
よ
り
現
職
。

中
山
英
之（
な
か
や
ま
・
ひ
で
ゆ
き
）

美
術
学
部
建
築
科
准
教
授

一
九
七
二
年
福
岡
県
生
ま
れ
。
九
八
年
東
京
藝
術
大
学
美
術
学
部
建
築
科

卒
業
。
二
〇
〇
〇
年 

同
大
学
大
学
院
美
術
研
究
科
建
築
専
攻
修
士
課
程

修
了
後
、
伊
東
豊
雄
建
築
設
計
事
務
所
入
所
。「
ま
つ
も
と
市
民
芸
術
館
」、

「
多
摩
美
術
大
学
図
書
館
」等
を
担
当
。
〇
七
年 

中
山
英
之
建
築
設
計
事

務
所
設
立
。
主
な
作
品
は
、
〇
六
年
住
宅
「
２
０
０
４
」（
長
野
）、
〇
九

年
オ
フ
ィ
ス
「
Ｙ
ビ
ル
」（
東
京
）、
一
二
年
「
Ｙ
邸
」（
広
島
）な
ど
。
主

な
受
賞
は
、
〇
四
年
Ｓ
Ｄ 

Ｒ
ｅ
ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
２
０
０
４
鹿
島
賞
、
〇
七
年

第
二
三
回
吉
岡
賞
、
〇
八
年
六
花
の
森Tea H

ouse C
om

petition 

最

優
秀
賞
な
ど
。
主
な
著
書
に
『
中
山
英
之
／
ス
ケ
ッ
チ
ン
グ
』が
あ
る
。

二
〇
一
四
年
よ
り
現
職
。

番
い
い
と
こ
ろ
を
伸
ば
し
た
い
と
思
う
。
そ
れ
を
ど
う

い
う
ふ
う
に
形
づ
く
る
の
か
、
現
場
で
は
何
が
必
要
と

さ
れ
て
い
る
の
か
は
、
い
ま
の
僕
自
身
が
、
演
奏
家
と

し
て
最
も
活
動
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
時
期
な
の
で
、

分
か
っ
て
あ
げ
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
毎
回

の
レ
ッ
ス
ン
を
本
番
だ
と
思
っ
て
曲
を
持
っ
て
き
て
く

だ
さ
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
つ
く
っ
て
い
る
過
程

の
も
の
に
手
を
加
え
る
こ
と
は
僕
に
は
で
き
ま
せ
ん
」。

学
生
は
た
ぶ
ん
困
惑
し
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。で
も
、

こ
う
い
っ
た
ス
タ
ン
ス
の
人
間
が
い
て
も
い
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

音
楽
に
お
い
て
演
奏
家
は
あ
く
ま
で
再
現
の
担
い
手

で
あ
り
、
す
で
に
存
在
す
る
も
の
を
、
自
分
が
す
ば
ら

し
い
と
思
う
形
で
提
供
す
る
の
が
仕
事
な
の
で
す
。
で

も
美
術
の
人
々
は
、
今
ま
で
に
な
か
っ
た
も
の
を
つ
く

り
出
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
な
部

分
で
は
、
演
奏
家
よ
り
も
作
曲
家
に
近
い
発
想
や
、
頭

の
使
い
方
だ
と
思
う
の
で
す
。
そ
の
過
程
で
ど
ん
な
苦

労
が
あ
っ
た
の
か
を
知
る
意
味
で
は
、
た
と
え
ば
一
枚

の
絵
で
も
、
デ
ッ
サ
ン
や
習
作
を
見
る
の
は
、
と
て
も

い
い
勉
強
に
な
る
と
思
う
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、

理
解
し
得
な
い
ま
で
も
何
か
を
感
じ
取
る
。
雰
囲
気
を

か
ぎ
分
け
、
に
お
い
を
感
じ
取
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、

そ
の
結
果
生
ま
れ
て
き
た
も
の
に
対
し
て
、
責
任
を

持
っ
て
演
奏
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
が
、

分
か
る
よ
う
に
な
る
と
思
う
の
で
す
。

中
山　

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
建
築
家
と
い
う
の
も

ち
ょ
っ
と
不
思
議
な
と
こ
ろ
の
あ
る
職
業
で
、
社
会

に
出
る
と
、
僕
た
ち
は
自
分
の
手
で
物
を
生
み
出
す

こ
と
は
し
な
い
の
で
す
ね
。
建
築
の
仕
事
と
い
う
の

は
、
基
本
的
に
は
、
自
分
が
つ
く
り
た
い
と
思
っ
て

つ
く
る
の
で
は
な
く
て
、
つ
く
っ
て
ほ
し
い
人
が
ど

こ
か
別
に
い
る
わ
け
で
す
。
さ
ら
に
、
実
際
に
手
を

動
か
す
の
は
、
職
人
さ
ん
や
大
工
さ
ん
な
の
で
す
。

で
す
か
ら
自
分
の
手
で
自
分
の
思
い
を
直
接
形
に
す

る
と
か
、
自
分
の
内
に
あ
る
経
験
を
直
接
形
に
す
る

た
こ
と
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
社
会
に
出

て
演
奏
し
て
い
く
上
で
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

で
す
か
ら
藝
大
在
学
中
に
、
建
築
学
科
の
学
生
や
、

ほ
か
の
美
術
学
部
の
学
生
と
触
れ
合
っ
て
お
く
こ
と

は
、
と
て
も
有
意
義
だ
と
思
い
ま
す
。

中
山　

久
し
ぶ
り
に
藝
大
に
通
う
よ
う
に
な
っ
て
、
音

楽
学
部
と
美
術
学
部
が
道
路
で
隔
て
ら
れ
、
二
つ
の
門

が
向
き
合
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
空
間
的
に
な
ん
だ

か
と
て
も
お
も
し
ろ
い
と
、あ
ら
た
め
て
思
い
ま
し
た
。

こ
こ
を
行
き
来
す
る
学
生
や
教
員
の
視
線
、
出
来
事
や

関
係
性
み
た
い
な
も
の
が
、
こ
の
道
を
交
錯
す
る
よ
う

な
空
間
に
、
大
学
が
こ
れ
か
ら
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
に

期
待
を
抱
い
て
い
ま
す
。
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藝大の在校生・卒業生は、
公募展やコンクールで栄誉ある賞を受賞し、
また各分野の最前線で活躍している。
若き才能がふだんの努力とさらなる意欲を語る。

高校生の頃から、新宿や渋谷といった
街の違いを感じながら散歩するのが好きで
した。さらに遡ると、保育園のとき、動物
の巣の絵を描くことがよくありました。こ
こが寝床で、ここが食料備蓄庫みたいに、
動物があなぐらの中でどういうふうに暮らし
ているかを想像するのが楽しかったのです。
それがたぶん環境や生活に興味をもったき
っかけかもしれません。

藝大の大学院に入る前は、多摩美術大
学の環境デザイン学科で建築を専攻してい
ました。大学の卒業制作では、仮設住宅

（木造仮設住居群）の提案をしました。大
きな公共施設を設計するといったテーマ設
定に、あまりリアリティを感じることができ
ず、人間が生活する時間をデザインしたい
と思ったのです。デザインとは、かたちな
ど通して人間の心にアクセスすることであ
り、モノが消えても人間に作用したことの

ほうが大事なのではないか。仮設住宅は消
えてしまうけど時間が残る、その時間をデ
ザインしたかったのです。

多摩美大を卒業後、デザイン事務所
に勤めていたのですが、東京藝大大学院
のデザイン専攻に進みたいと考えました。
藝大のデザイン専攻は、「プロダクトがつ
くりたいの？」「建築がつくりたいの？」と
いったふうに、つくる媒体を規定されるこ
とがない。院試で話を聞きにきたときも、
問題意識を否定しない場であることを実
感できました。

「MITSUBISHI CHEMICAL JUNIOR 
DESIGNER AWARD 2013」で大賞をい
ただいた「About my “topos”」は大学院の
修了制作でした。自分が育った東京郊外の
日野市という丘陵地帯の住宅地をリサーチ
し、環境としての街のカラーの違いや、人
間の内面に光をあてたかったのです。いっ

ぽうで、公共事業や商品の大量生産に対し
て、仮想の大衆を設定していることに違和
感を覚えていました。「消費者ってだれ？」「市
民ってだれ？」「『社会』というけど、社会に
実体があるのか？」といった問いかけです。

現在の博士課程でも、修了制作のテー
マは持続しています。その延長線上にあり
つつも、どのように発展させていくのかが
大きな課題です。いま私がいる東京から地
方、世界へと対象地を広げていくとき、結
局は自分のフィルターを介さざるを得ない
のではないか。博士研究として客観性を
第一にすると、第三者が再現できるような

「型」をつくることになりますが、わかりや
すく伝えるために色鉛筆や粘土を手になに
かをつくりはじめるとそれはわたしの「かた
ち」になります。しかし、たんなる自己表
現と捉えられてしまってはいけません。そ
んな思考錯誤をしているところです。

杉山夏実
◆大学院美術研究科デザイン専攻博士課程２年

MITSUBISHI CHEMICAL JUNIOR DESIGNER AWARD 2013 大賞

すぎやま・なつみ
1985年東京都生まれ。多摩美術大学美術学部環境デザイン科卒業後、デザイン事務所勤務を経て、東京藝術大
学大学院美術研究科デザイン専攻に入学。2013年に「About my “topos”」で MITSUBISHI CHEMICAL JUNIOR 
DESIGNER AWARD 2013 大賞を受賞。

受賞学 生インタビュー　第 12 回

Interview with 
the Brilliant Students

「About my “topos”」展示風景
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Interview with 
the Brilliant Students

あみもり・しょうへい
1990年東京都生まれ。東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校を経て、同大学音楽学部作曲科を首席で卒業。現
在同大学大学院音楽研究科修士課程在籍。2007年度第31回ピティナ・ピアノコンペティション特級において、新曲
課題曲作品賞受賞。2011年東京藝術大学内において長谷川良夫賞受賞。2012年東京国際室内楽作曲コンクール入
選。2013年第82回日本音楽コンクール作曲部門（室内楽）第1位受賞，併せて明治安田賞受賞。坂本龍一氏がナビ
ゲーターを務める j-wave「Radio Sakamoto」オーディションにおいて、電子音楽作品が入選。2014年電子音楽レーベ
ルPROGRESSIVE FOrMよりリリースのコンピレーションアルバム「Forma. 4.14」に、AOKItakamasa等多数の電子
音楽家と共に参加。www.shoheiamimori.com

網守将平
僕が音楽の創作において最も興味を持

っているのは、諸々のテクノロジーを用い
て、人間や動物が音や音楽を聴くという
体験そのものを変容させ、聴き手の意識
を拡張させていくことです。そのためには
建築家や映像作家、その他の美術家が
持っている技術や感性がどうしても必要だ
し、彼らの活動に僕自身も常に影響され
ているので、自分が作曲する音楽は、少な
からずそういった側面が反映した作風にな
っています。

藝大では学部の 1 年のとき、デザイン
科の助手の方の映像に曲をつけたり、2
年のときには大学院映像研究科の学生の
依頼で長編映画の音楽を担当させて頂い
たり、他学科との結びつきを深めること
ができました。

自分にとって、音楽体験と映像体験と
の関わりはもともとすごく大きなものでし
た。たとえば現代音楽を最初に意識した
原体験は、スタンリー・キューブリック監

督の『 2001年宇宙の旅』で、この映画
で作曲家リゲティの存在を知り、感銘を受
けたのを覚えています。その後は映像から
だけでなく、多くの芸術から音に関わる影
響を受けてきました。

コンピューターを用いた電子音楽／サ
ウンドアートの分野でも活動しています。
現代音楽の技術や作風は、こういった活
動との関わり合いの中で磨いてきました。
異なるジャンルの音楽を作る行為が僕の
中では拮抗しており、それが作品の面白
さや評価に繋がっているともいえるかもし
れませんが、その代償としての葛藤は常に
付き纏います。学部の 2 年生頃からこれ
らのテリトリーを行き来していますが、い
くら活動領域を広げても作品が広く伝わり
やすくなるわけではないという実状は今で
も変わらないからです。なので、今後はも
ちろんあらゆる音楽を教養として学び続け
ながら、他人の評価に囚われず率直に自
分の音楽性を発散できる活動にシフトして

いくつもりです。
日本音楽コンクールには、複雑なバッ

クグラウンドを伴って発展した自分の現代
音楽が、今日の現代音楽リスナーにどのよ
うに伝わるのか、上記のような葛藤にあ
る種ケジメをつけるような気持ちで出品し
ました。聴き手の意識を拡張させるという
コンセプトをこれまで以上に重視した影響
で、楽曲の構築度のリスクや演奏技術の
リスクが大きくなった作品だったので、1 位
を頂けるとは全く予想しておらず、驚きまし
た。嬉しさがある一方でもう少し批評的な
フィードバックを頂けたらよかったなとも
思っています。僕の場合、厳格に批評さ
れることが次の作品への大きな原動力に
なるからです。いずれにせよ、多くの方に
作品を聴いてもらえたことは大きなターニ
ングポイントになったと思っています。これ
からも結果に流されず、自らの方向性をコ
ントロールしていきたいと思っています。

◆大学院音楽研究科修士課程作曲専攻 3 年

第 82 回日本音楽コンクール作曲部門（室内楽）第 1 位

サウンドアーティストの大和田俊とのラップトップデュオ
「Cryogenic Rhythm Science」のライブパフォーマン
ス。当ユニットでは網守自らライブ中の映像も担当して
いる。（撮影：三木俊達）

第 82 回日本音楽コンクール（2013年）
作曲部門の演奏後
写真提供：毎日新聞
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今回受賞した『神奈川芸術大学映像学科
研究室』は、大阪芸術大学芸術学部映像
学科卒業後、大学で助手をしていたときの
経験をもとに撮りました。自分と同じような
助手が主人公で、ある日、学生が機材を盗
むという事件が起き、学科をあげてもみ消
そうとする、といった粗筋です。東京藝大
大学院の修了制作ですが、もともと映画祭
に出品したい、できれば最終的に上映した
い、と思って構想を練りました。

映画祭の傾向と対策を考えたとき、まず
国内では、他の作品とジャンルが重なるも
のでは賞をとりにくいだろうと思いました。
僕と同世代の監督が撮る映画には、登場人
物が少なくて、その人間関係や細かな心理
描写を題材とする作品が多いのです。もと
もとそういうものをつくるのが苦手だという
こともあって、できるだけほかの作品と重な
らない題材やジャンルを考えたときに、物

語を展開させていく動機が、事件や事故と
いうものが少ないと気づいたのです。そのう
えで、それほど知られていない業界の内幕
もの、そして自分が経験した仕事ではどう
だろうか。映画製作を教えている大学が舞
台で、先生や学生ではなく、助手という微
妙な立ち位置で働いている人間を主人公に
したら、僕が撮る必然性もあるだろうと考
えました。

今回審査員特別賞をいただいた「ＳＫＩＰ
シティ国際Ｄシネマ映画祭」は、埼玉県主
導のもと、川口市を拠点として映像に対す
る活動を支援するＳＫＩＰシティ主催の映画
祭です。長編部門には日本映画だけではな
く、海外の作品を対象にしたコンペもあり
ます。そこで『神奈川芸術大学映像学科研
究室』が、日本映画を対象にした審査員特
別賞を受賞するとともに、劇場公開を支援
する「SKIP シティ D シネマプロジェクト」

に選出されたのです。スカラシップのような
形ではなく、作品を公開してくれるというの
は、作家にとっては、とてもありがたいプロ
ジェクトといえるでしょう。

藝大の大学院映像研究科は、設備や機
材、作品に対しての予算があり、すごく恵
まれていると思います。学校の施設をほぼ
24 時間使えるうえに、スタッフも学生です
から、人件費もあまりかからない。実際に
今回の規模の作品を学外で撮ったとすれ
ば、予算的にはとんでもないことになった
でしょうね。

今後も劇場公開の長編映画監督として
やっていきたい。現実はなかなか難しいです
が、監督の名前で見るような映画ではなく、
題材やストーリーがおもしろそうだという理
由で注目される作品をつくっていくことが理
想です。

さかした・ゆういちろう
1986年広島県生まれ。大阪芸術大学卒業後、東京藝術大学大学院映像研究科に入学。2011年に監督した『ビー
トルズ』でゆうばり国際ファンタスティック映画祭2012北海道知事賞を受賞。2013年、東京藝術大学大学院映
像研究科7期終了制作として監督した『神奈川芸術大学映像学科研究室』がSKIPシティ国際Dシネマ映画祭2013 
長編部門（国際コンペティション）にノミネートされ、「審査員特別賞」を受賞。さらに、「SKIPシティ Dシネマプロ
ジェクト」の第4弾作品に選出され、公開が実現した。

◆大学院映像研究科映画専攻修了

SKIPシティ国際Dシネマ映画祭審査員特別賞

坂下雄一郎

『神奈川芸術大学映像学科研究室』© 東京藝術大学大学院映像研究科
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◎
映
画
専
攻

　
三
月
十
五
日
、
馬
車
道
校
舎
大
視
聴
覚
室
に
お
い
て
、

映
画
の
編
集
に
関
す
る
公
開
講
座
を
実
施
し
た
。
映
画

『
夢
売
る
ふ
た
り
』（
監
督
：
西
川
美
和
）を
上
映
し
、
同

作
の
編
集
者
で
あ
る
宮
島
竜
治
氏
に
よ
る
講
義
を
行
っ

た
。
そ
の
後
、
宮
島
氏
、
西
川
氏
、 

筒
井
武
文
教
授（
映

画
専
攻　
編
集
領
域
）に
よ
る
鼎
談
を
行
っ
た
。

◎
映
画
専
攻

　
三
月
十
五
日
、二
十
二
日
、二
十
三
日
の
日
程
で
、オ
ー

◎
映
画
専
攻

　

La Fém
is

（
フ
ラ
ン
ス
国
立
映
画
学
校
）とK

A
FA

（
韓
国
国
立
映
画
学
校
）の
学
生
を
招
い
て
、
一
月

二
十
三
日
～
二
月
六
日
の
日
程
で
三
校
合
同
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
を
行
っ
た
。
短
編
映
画
の
共
同
製
作
、
国
際

共
同
製
作
映
画
に
関
す
る
プ
レ
ゼ
ン
、
映
画
ス
タ
ジ
オ

見
学
な
ど
が
行
わ
れ
た
。

◎
映
画
専
攻

　

八
期
生
の
修
了
作
品
展
が
三
月
一
日
～
二
日（
馬
車

道
校
舎
）、
三
月
八
日
～
十
四
日（
渋
谷
ユ
ー
ロ
ス
ペ
ー

ス
）の
日
程
で
開
催
さ
れ
た
。
上
映
の
み
な
ら
ず
、
俳

優
の
役
所
広
司
氏
や
舞
台
演
出
家
の
岡
田
利
規
氏
な

ど
、
様
々
な
ゲ
ス
ト
を
招
い
て
の
ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
も

開
催
し
た
。

◎
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
専
攻

　

三
月
七
日
か
ら
九
日
ま
で
、
本
学
横
浜
校
地
馬
車
道

校
舎
に
お
い
て
、
第
五
期
生
修
了
制
作
展
「GEID

A
I 

A
N

IM
A

T
IO

N
 05 GO

」を
開
催
し
た
。
修
了
作
品
と

一
年
次
作
品
の
全
二
十
九
本
の
上
映
と
、
絵
本
作
家
の

た
む
ら
し
げ
る
氏
と
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
監
督
の
片
渕
須

直
氏
を
招
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
の
開
催

を
行
い
、
今
年
は
過
去
最
高
の
入
場
者
数
を
記
録
し
た
。

ま
た
三
月
十
五
日
か
ら
二
十
一
日
に
は
、
渋
谷
の
ユ
ー

ロ
ス
ペ
ー
ス
に
て
レ
イ
ト
シ
ョ
ー
上
映
も
行
っ
た
。

Topics of 

Film and
New Media
2014 .02 - 07

映
旬

5

O
pen Theater vol.3

『
ア
メ
リ
カ
ン・ス
リ
ー
プ
オ
ー
バ
ー
』

4映
画
編
集
公
開
講
座

1日
仏
韓
合
同
ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ

2映
画
専
攻
第
八
期
生
修
了
作
品
展

3ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
専
攻

第
五
期
生
修
了
制
作
展

1日仏韓合同ワークショップ
映画専攻

2映画専攻第八期生修了作品展
映画専攻

3 アニメーション専攻第五期生修了制作展
アニメーション専攻

4 映画編集公開講座
映画専攻
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◎
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
専
攻

　
四
月
二
十
六
日
～
五
月
六
日
、
東
京
藝
術
大
学
と
福
井
県
と

の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
事
業
と
し
て
、
東
京
藝
術
大
学
大
学
院

映
像
研
究
科
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
専
攻
の
上
映
を
行
っ
た
。
第
一

期
生
か
ら
最
新
作
で
あ
る
第
五
期
生
ま
で
の
全
修
了
作
品
を
、

福
井
県
立
美
術
館
の
講
堂
に
て
リ
ピ
ー
ト
上
映
を
行
っ
た
。

◎
メ
デ
ィ
ア
映
像
専
攻

　
五
月
二
日
、
横
浜
校
地
新
港
校
舎
を
会
場
に
、
メ
デ
ィ

ア
映
像
専
攻
の
修
士
一
年
に
よ
る
特
別
演
習
の
成
果
発

表
と
し
て
「
映
像
」「
メ
デ
ィ
ア
」そ
し
て
「
見
る
こ
と
」

そ
の
も
の
の
探
求
を
行
う
展
覧
会
を
開
催
し
た
。
藤
幡

正
樹
教
授
に
よ
る
三
週
間
の
特
別
演
習
を
通
し
て
考
え

た
、
今
後
の
メ
デ
ィ
ア
の
可
能
性
、
探
求
す
べ
き
問
題

な
ど
を
、
一
夜
限
り
の
展
示
と
し
て
発
表
し
た
。

◎
メ
デ
ィ
ア
映
像
専
攻

　

四
月
十
二
日
、
十
三
日
、
横
浜
校
地
新
港
校
舎
を
会

場
に
、
メ
デ
ィ
ア
映
像
専
攻
の
修
士
二
年
に
よ
る
展
覧

会
を
開
催
。
映
像
や
メ
デ
ィ
ア
と
い
う
も
の
を
自
明
な

も
の
と
し
て
扱
う
の
で
は
な
く
、
常
に
メ
デ
ィ
ア
の
意

味
や
特
性
を
捉
え
直
す
と
い
う
立
場
で
作
品
制
作
に
取

り
組
み
、
写
真
、
シ
ン
グ
ル
チ
ャ
ン
ネ
ル
映
像
、
イ
ン

ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
等
、様
々
な
作
品
形
態
で
発
表
し
た
。

◎
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
専
攻

　

三
月
十
九
日
、
次
世
代
の
こ
ど
も
た
ち
へ
、
映
像

を
見
る
、
感
じ
る
、
読
み
解
く
方
法
を
教
え
る
た
め
の

映
像
鑑
賞
教
育
に
取
り
組
む
企
画
と
し
て
、
第
一
回
目

は
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
バ
ッ
ク
監
督
の
長
編
ア
ニ
メ
ー

シ
ョ
ン
作
品『
木
を
植
え
た
男
』を
セ
レ
ク
ト
し
、
横

浜
市
立
元
街
小
学
校
の
五
年
生
九
十
七
名
、
引
率
教
員

四
名
を
招
待
し
て
、
本
学
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
専
攻
の
岡

本
美
津
子
教
授
が
解
説
と
と
も
に
上
映
を
行
っ
た
。

◎
映
画
専
攻

　

製
作
か
ら
配
給
、
宣
伝
ま
で
を
学
生
た
ち
が
行
う
オ

ム
ニ
バ
ス
企
画
。
八
期
生
に
よ
る
オ
ム
ニ
バ
ス
作
品

『
恋
に
つ
き
も
の
』（
監
督
：
五
十
嵐
耕
平
、
一
見
正
隆
、

桝
井
大
地
）は
、
四
月
十
二
日
よ
り
新
宿
の
シ
ネ
マ
ー

ト
新
宿
に
て
公
開
さ
れ
、
そ
の
後
全
国
各
地
で
も
ロ
ー

ド
シ
ョ
ー
さ
れ
た
。

89

G
EID

A
I A

N
IM

A
TIO

N
 in 

福
井

10な
ん
と
か
し
ナ
イ
ト

O
PEN

 STU
D

IO
 A

PRIL 2014

6こ
ど
も
の
た
め
の
シ
ア
タ
ー vol.1 

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン『
木
を
植
え
た
男
』

7オ
ム
ニ
バ
ス
作
品

『
恋
に
つ
き
も
の
』
封
切

6 こどものためのシアター vol.1 
アニメーション『木を植えた男』
アニメーション専攻

5 Open Theater vol.3『アメリカン・スリープオーバー』
映画専攻

7 オムニバス作品『恋につきもの』封切
映画専攻

9 GEIDAI ANIMATION in 福井
アニメーション専攻

10 なんとかしナイト
メディア映像専攻

8 OPEN STUDIO APRIL 2014
メディア映像専攻

プ
ン
シ
ア
タ
ー
第
三
回
が
開
催
さ
れ
た
。
国
内
未
公
開

の
イ
ン
デ
ィ
ペ
ン
デ
ン
ト
の
ア
メ
リ
カ
映
画
『
ア
メ
リ

カ
ン
・
ス
リ
ー
プ
オ
ー
バ
ー
』（
監
督
：
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・

ロ
バ
ー
ト
・
ミ
ッ
チ
ェ
ル
）の
、
日
本
初
の
字
幕
付
き
上

映
を
中
心
に
、
関
連
す
る
作
品
の
併
映
、
お
よ
び
ゲ
ス

ト
を
招
い
て
の
ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
た
。
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四
月
二
十
五
日
、二
十
八
日
の
二
日
間
、ノ
ル
ウ
ェ
ー

国
立
オ
ス
ロ
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー 

デ
ザ
イ
ン
科
と
の
学

生
交
流
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
、
デ
ザ
イ
ン
科
に
て
実
施

さ
れ
た
。

　

秋
葉
原
を
リ
サ
ー
チ
し
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
人
向
け
の
秋

葉
原
観
光
宣
伝
ツ
ー
ル
を
作
成
す
る
二
日
間
に
わ
た
る

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
。

　

丸
一
日
秋
葉
原
を
探
索
し
、
協
働
で
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク

作
品
を
つ
く
る
こ
と
で
、
外
国
語
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
力
の
向
上
と
、
異
文
化
の
視
点
を
採
り
入
れ
た

作
品
制
作
の
姿
勢
を
学
ん
だ
。

　

五
月
十
二
日
か
ら
十
四
日
、
キ
ャ
ン
パ
ス
グ
ラ
ン
ド

デ
ザ
イ
ン
室
と
デ
ザ
イ
ン
科 

環
境
・
設
計
研
究
室
に

て
、
二
月
の
豪
雪
で
痛
ん
だ
保
存
林
の
再
生
を
目
的
に

Topics of 

Fine Arts

2014 .02 - 07

美
旬

2保存林（奥の細道）植栽実験

1
オスロ芸術アカデミー×デザイン科

国際交流ワークショップ

オ
ス
ロ
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
×
デ
ザ
イ
ン
科

国
際
交
流
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

保
存
林（
奥
の
細
道
）植
栽
実
験

12
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五
月
二
十
九
日
、
中
央
棟
第
一
講
義
室
に
て
公
開
講

評
会
を
開
催
し
た
。
平
日
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の

来
場
者
に
恵
ま
れ
た
。

　

十
チ
ー
ム
の
三
年
生
が
、
国
連
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に

挙
げ
ら
れ
て
い
る
「Global Issues

／
グ
ロ
ー
バ
ル

イ
シ
ュ
ー
ズ（
地
球
規
模
の
諸
問
題
）」の
中
か
ら
テ
ー

マ
を
一
つ
選
択
し
、
十
歳
の
主
人
公
が
登
場
す
る
ス

ト
ー
リ
ー
を
作
り
、
問
題
提
起
も
し
く
は
問
題
解
決
を

含
む
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
プ
ロ
ダ
ク
ト
、
メ
デ
ィ
ア
コ

ン
テ
ン
ツ
等
な
ん
ら
か
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
を
提
案
し

て
、
十
五
分
間
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
課
題

で
あ
る
。

　

四
月
十
八
日
か
ら
六
月
二
十
一
日
ま
で
、
Ｔ
Ｏ
Ｔ
Ｏ

ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
お
い
て
、
建
築
科
乾
久
美
子
研
究
室
の

学
生
ら
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
、
都
市
リ
サ
ー
チ
の
成
果

が
展
示
さ
れ
た
。

　

四
月
十
三
日
か
ら
十
九
日
、
美
術
学
部
総
合
工
房

棟
多
目
的
ホ
ー
ル
他
に
お
い
て
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

の
ク
イ
ー
ン
ズ
ラ
ン
ド
大
学
建
築
学
部
ト
ラ
ベ
ル
ア

ブ
ロ
ー
ド
デ
ザ
イ
ン
ス
タ
ジ
オ
と
建
築
科
ト
ム
・
ヘ

ネ
ガ
ン
研
究
室
に
お
い
て
、
共
同
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

が
開
催
さ
れ
た
。

　

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、「
浅
草
住
民
セ
ン
タ
ー
」の

設
計
を
行
う
も
の
で
、
地
域
の
住
民
の
た
め
の
も
の
で

あ
り
、
浅
草
を
訪
れ
る
大
多
数
の
「
訪
問
者
」に
圧
倒

さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
分
た
ち
の
ロ
ー
カ
ル
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
ー
を
再
認
識
す
る
こ
と
の
で
き
る
場
所
と
な

る
。
地
域
住
民
が
出
会
い
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
話
を
行

い
、「
地
域
住
民
の
た
め
の
ク
ラ
ブ
」の
よ
う
に
使
用
さ

れ
る
と
考
え
る
。

　

プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
は
、
レ
ス
ト
ラ
ン
、
バ
ー
、
会

議
室
、
図
書
館
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
街
中
の
イ
ベ
ン
ト

で
外
を
見
る
た
め
の
場
所
な
ど
。
ま
た
銭
湯
と
十
五
か

ら
二
十
部
屋
程
度
を
備
え
る
旅
館（
各
部
屋
四
畳
）の

設
計
を
行
い
、
訪
問
者
に
浅
草
が
持
つ
独
特
な
文
化
や

雰
囲
気
を
楽
し
ん
で
も
ら
え
る
空
間
を
提
供
す
る
。

デ
ザ
イ
ン
科 

学
部
三
年
生

公
開
講
評
会「FU

TU
RE VISIO

N

」

乾
久
美
子
＋
東
京
藝
術
大
学

乾
久
美
子
研
究
室 

展

小
さ
な
風
景
か
ら
の
学
び

“The Asakusa Resident Centre”

東
京
藝
術
大
学
建
築
科
／

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア・クィ
ー
ン
ズ
ラ
ン
ド
大
学

共
同
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

3

5

4
植
栽
実
験
を
行
っ
た
。
六
十
種
、
四
八
〇
本
と
い
う
苗

木
を
過
密
気
味
に
植
林
し
、
苗
木
同
士
を
競
い
合
わ
せ

な
が
ら
サ
ス
テ
ィ
ナ
ブ
ル
に
保
存
林
を
再
生
し
て
い
け

る
か
と
い
う
実
験
。
ま
た
、
携
わ
っ
た
四
十
名
の
学

生
と
そ
の
後
輩
に
想
い
を
受
け
継
い
で
、
卒
業
後
の

二
〇
三
〇
年
頃
に
は
大
き
な
木
に
な
っ
た
姿
を
見
て
も

ら
お
う
と
い
う
か
な
り
ス
パ
ン
の
長
い
実
験
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
約
二
百
を
超
え
る
市
区
町
村
で
撮
影
し
た
風

景
写
真
約
一
万
八
千
枚
を
類
型
学
的
に
分
析
し
、「
サ
ー

ビ
ス
」と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
に
よ
っ
て
選
ん
だ
約
二
千

枚
を
一
七
六
ユ
ニ
ッ
ト（
写
真
群
）に
層
別
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
展
示
に
合
わ
せ
、
書
籍
『
小
さ
な
風
景

か
ら
の
学
び
』（
Ｔ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
出
版
）も
発
行
さ
れ
た
。

3デザイン科 学部3年生
公開講評会「FUTURE VISION」

4乾久美子＋東京藝術大学 乾久美子研究室 展
小さな風景からの学び

5 “The Asakusa Resident Centre”
東京藝術大学建築科／オーストラリア・クィーンズランド大学共同ワークショップ
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六
月
十
九
日
か
ら
六
月
二
七
日
ま
で
、
版
画
第
二
研

究
室
展
「
ず
れ
た
」が
絵
画
棟
一
階
ア
ー
ト
ス
ペ
ー
ス

１
、２
で
開
催
さ
れ
た
。
今
年
で
三
回
目
と
な
る
本
展

だ
が
、
版
画
第
二
研
究
室
教
員
四
名
と
在
籍
す
る
学
生

十
二
名
が
出
品
し
た
。
展
示
タ
イ
ト
ル
は
、
定
着
し
た

版
表
現
、
版
画
展
示
の
形
式
を
再
度
自
分
た
ち
に
問
う

と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
を
持
っ
た
タ
イ
ト
ル
だ
が
、
〃
ず

れ
た〃

が
続
く
に
つ
れ
、
ず
れ
が
な
く
な
る
と
い
う
矛

盾
を
作
家
達
が
感
じ
な
が
ら
も
、
ユ
ニ
ー
ク
な
作
品
展

示
と
な
っ
た
。

　

六
月
二
日
か
ら
六
月
六
日
ま
で
、
絵
画
棟
一
階

Y
uga Gallery 

と
立
体
工
房
に
お
い
て
、
平
成

二
十
六
年
度
安
宅
賞
奨
学
基
金
受
賞
者
に
よ
る
作
品
展

「
安
宅
賞
展
」が
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
作
品
展
は
、
絵

画
科
油
画
専
攻
三
年
に
在
籍
す
る
学
生
三
名
の
グ
ル
ー

プ
展
示
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
個
性
的
な
作
品
を
発
表
し
、

広
く
学
内
外
に
お
披
露
目
し
た
展
覧
会
と
な
っ
た
。

　

五
月
十
二
日
か
ら
十
六
日
ま
で
、
平
成
二
十
五
年
度

久
米
桂
一
郎
奨
学
基
金
受
賞
者
四
名
に
よ
る
作
品
展

「
久
米
賞
展
」が
、
絵
画
棟
一
階
ア
ー
ト
ス
ペ
ー
ス
１

に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。
絵
画
科
油
画
専
攻
二
年
に
在

籍
す
る
学
生
な
ら
で
は
の
、
若
い
力
の
あ
ふ
れ
る
野
心

6版
画
第
二
研
究
室
展
「
ず
れ
た
」

6版画第二研究室展「ずれた」

7安宅賞展

7安
宅
賞
展

8久
米
賞
展
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的
な
作
品
が
多
く
、
展
示
は
盛
況
を
博
し
た
。

　

六
月
九
日
か
ら
十
三
日
ま
で
、
油
画
第
三（
坂
口

寛
敏
）研
究
室
の
学
生
九
名
に
よ
る
展
示
「Solar 

system

」が
、
絵
画
棟
一
階
ア
ー
ト
ス
ペ
ー
ス
１
、

２
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。
展
示
タ
イ
ト
ル
で
あ
る

「Solar system

」と
は
太
陽
の
周
り
を
公
転
す
る
九

つ
の
惑
星
を
研
究
室
の
学
生
に
重
ね
て
い
る
。
メ
デ
ィ

ア
に
と
ら
わ
れ
な
い
多
様
性
に
富
ん
だ
作
品
は
、
多
く

の
鑑
賞
者
を
楽
し
ま
せ
る
展
示
と
な
っ
た
。
ま
た
十
日

に
は
武
蔵
野
美
術
大
学
か
ら
是
枝
開
先
生
を
お
招
き

し
、
公
開
講
評
会
が
行
わ
れ
た
。

　

毎
年
五
月
七
日
か
ら
十
二
日
に
行
わ
れ
る
本
研
究
旅

行
は
、
学
部
二
年
次
の
実
技
教
育
の
一
環
と
し
て
、
日

本
画
制
作
に
お
い
て
重
要
な
礎
で
あ
る
写
生
を
学
ぶ
こ

と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
青
森
県
八
甲
田
山
西

麓
を
発
端
に
、
十
和
田
湖
周
辺
ま
で
の
道
程
を
一
週
間

の
日
程
で
巡
る
。
そ
の
間
合
計
約
二
十
四
キ
ロ
の
道
程

は
徒
歩
に
て
移
動
し
、
雪
深
い
山
麓
付
近
か
ら
緑
豊
か

な
渓
流
ま
で
、
東
北
の
さ
ま
ざ
ま
な
自
然
と
対
峙
し
風

景
写
生
を
行
う
。
旅
行
後
は
研
究
成
果
と
し
て
ス
ケ
ッ

チ
を
元
に
作
品
を
制
作
。
日
本
画
制
作
に
お
け
る
写
生

の
重
要
性
を
認
識
す
る
と
と
も
に
、
絵
画
表
現
の
た
め

の
視
点
や
作
画
構
成
に
つ
い
て
実
践
的
に
学
ん
だ
。

9油画第三研究室展「Solar system」

10日本画研究旅行「東北写生旅行」

8久米賞展

9油
画
第
三
研
究
室
展

「Solar system

」

10日
本
画
研
究
旅
行「
東
北
写
生
旅
行
」
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Topics of 

Music

2014 .02 - 07

音
旬

　

四
月
二
十
二
日
、
音
楽
学
部
四
号
館
・
第
六
ホ
ー

ル
竣
工
記
念
式
典
が
行
わ
れ
た
。
第
六
ホ
ー
ル
は
、

昭
和
五
十
二
年
に
四
号
館
が
新
築
さ
れ
て
以
来
、
そ

の
中
心
的
施
設
と
し
て
数
多
く
利
用
さ
れ
、
音
楽
学

部
の
歴
史
を
刻
み
続
け
て
き
た
。
し
か
し
、
時
の
経

過
と
と
も
に
老
朽
化
が
進
み
、
特
に
、
ホ
ー
ル
地
階

か
ら
の
音
漏
れ
が
気
に
な
る
よ
う
に
な
り
、
改
修
が

悲
願
と
な
っ
て
い
た
。

　

こ
の
た
び
、
関
係
各
位
の
多
大
な
ご
支
援
の
も
と
無

事
、
改
修
工
事
が
終
了
し
た
。

　

新
し
い
第
六
ホ
ー
ル
は
、木
が
ふ
ん
だ
ん
に
使
わ
れ
、

従
来
の
音
響
の
良
さ
と
遮
音
性
を
兼
ね
備
え
た
素
晴
ら

し
い
ホ
ー
ル
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
。
今
後
の
活
用
が
楽

し
み
だ
。

　

こ
れ
を
記
念
し
た
演
奏
会
が
、
四
月
二
十
六
日
か

ら
五
月
二
日
ま
で
連
続
七
日
間
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
、

一
三
六
〇
名
の
来
場
者
に
恵
ま
れ
た
。

1東
京
藝
術
大
学
音
楽
学
部

四
号
館
・
第
六
ホ
ー
ル

竣
工
記
念
式
典
・
記
念
演
奏
会

上段：邦楽科「邦楽科　杮葺落公演」
中段左：声楽科「～愛しき歌～」

中段右：作曲科・楽理科・演奏藝術センター「作曲家 尹伊桑　室内楽曲の夕べ」より
ラウンドテーブル・トーク「尹伊桑が遺したもの」

下段左：指揮科「弦楽合奏とオーケストラの響き」
下段右：管打楽科「春の響宴～ Winds are singing,percussions are dancing! ～」

東京藝術大学音楽学部
４号館・第６ホール竣工記念式典・記念演奏会 1
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文
部
科
学
省
特
別
経
費（
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
分
）を
得

て
、
今
年
四
月
に〈
創
造
ラ
ボ
〉と〈
研
究
ラ
ボ
〉か
ら

成
る
音
楽
創
造
・
研
究
セ
ン
タ
ー
が
開
設
し
た
。
日
本

独
自
の
ア
ピ
ー
ル
力
を
備
え
、
よ
り
広
い
オ
ー
デ
ィ
エ

ン
ス
を
取
り
込
む
あ
ら
た
な
芸
術
創
造
・
社
会
発
信
の

あ
り
方
を
確
立
し
、
広
く
社
会
に
呈
示
す
る
こ
と
は
、

芸
術
創
造
と
そ
の
播
種
が
ま
す
ま
す
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す

る
な
か
、
必
須
の
課
題
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、〈
創
造

ラ
ボ
〉で
は
本
学
が
現
在
持
っ
て
い
る
舞
台
上
演
の
実

践
知
に
最
新
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
援
用
し
て
、
あ
ら
た
な

芸
術
創
造
を
行
い
、〈
研
究
ラ
ボ
〉で
は
そ
う
し
た
活
動

を
支
え
る
た
め
に
戦
略
的
研
究
を
実
施
す
る
。
セ
ン
タ

ー
で
は
「
社
会
発
信
型
芸
術
創
造
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
」

を
開
発
・
展
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
芸
術
創
造
の
新
し

い
実
践
モ
デ
ル
を
示
す
こ
と
を
め
ざ
す
。

　

昭
和
四
十
七
年
に
音
楽
学
部
第
一
ホ
ー
ル
で
始
ま
っ

た
モ
ー
ニ
ン
グ
・
コ
ン
サ
ー
ト
は
、
す
で
に
四
十
二
年

目
を
迎
え
、
現
在
は
奏
楽
堂
で
年
間
十
三
回
、
音
楽
学

部
所
属
の
各
科
か
ら
選
抜
さ
れ
た
優
秀
な
学
生
が
ソ
リ

ス
ト
等
と
し
て
藝
大
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ア
と
共
演
し
、

質
の
高
い
演
奏
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

平
成
二
十
五
年
四
月
か
ら
は
有
料
化
と
な
り
一
時
は

来
場
者
減
少
が
心
配
さ
れ
た
が
、
年
間
を
通
し
た
来
場

者
数
は
八
六
七
四
名
に
も
の
ぼ
っ
た
。
平
成
二
十
六
年

度
に
つ
い
て
も
、
引
き
続
き
来
場
者
を
魅
了
す
る
す
ば

ら
し
い
演
奏
が
企
画
さ
れ
て
い
る
。

23 音
楽
創
造
・
研
究
セ
ン
タ
ー
開
設

東
京
藝
術
大
学 

奏
楽
堂

モ
ー
ニ
ン
グ
・
コ
ン
サ
ー
ト

3東京藝術大学 奏楽堂 モーニング・コンサート

2音楽創造・研究センター開設
左：授業（実習）　中：センターの様子　右：スタッフ・ミーティング

① 5 月 15 日　オルガン：清水奏花　② 5 月 15 日　ピアノ：西村翔太郎
③ 5 月 22 日　ハープ：有馬律子　④ 5 月 29 日　サクソフォーン：上野耕平

⑤ 6 月 19 日　作曲：逢坂裕
指揮：①、②、⑤高関健招聘教授、③山下一史非常勤講師、④湯浅卓雄教授

管弦楽：藝大フィルハーモニア
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祖
母
が
箏
曲
家
で
、
母
も
お
琴
を
や
っ
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
稽
古
場
で
育
っ
た

み
た
い
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
襖
の
向
こ
う
で
本
を
読
ん
で
な
さ
い
、
静
か
に
し

て
な
さ
い
と
い
っ
た
感
じ
で
過
ご
し
て
い
ま
し
た
。
父
親
も
音
楽
好
き
で
、
ジ
ャ
ズ

や
ク
ラ
シ
ッ
ク
と
ジ
ャ
ン
ル
を
問
わ
ず
聞
い
て
い
た
の
で
、
自
然
と
耳
に
入
っ
て
き

た
の
も
大
き
か
っ
た
で
す
ね
。
歌
を
歌
っ
た
り
、
楽
器
を
弾
く
こ
と
は
自
分
も
大
好

き
で
、
な
か
で
も
リ
コ
ー
ダ
ー
は
、
登
下
校
中
も
吹
く
ぐ
ら
い
の
熱
の
入
れ
よ
う
で

し
た
。
そ
れ
を
見
た
家
族
が
、「
男
の
子
だ
し
尺
八
を
習
え
ば
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
」

と
い
う
こ
と
で
尺
八
を
始
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

山
本
邦
山
先
生
に
師
事
し
た
の
は
中
学
二
年
生
の
と
き
か
ら
で
す
。
邦
山
先
生
に

つ
く
前
に
二
人
の
先
生
に
習
っ
て
い
ま
し
た
が
、
最
初
の
先
生
は
手
ほ
ど
き
の
こ
ろ

に
習
っ
て
い
て
、
そ
の
後
に
た
ま
た
ま
邦
山
先
生
の
お
弟
子
さ
ん
が
祖
母
の
と
こ
ろ

に
合
奏
に
来
て
い
た
の
で
、
そ
の
方
に
教
え
て
も
ら
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
熱
心

に
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
僕
の
の
め
り
込
み
方
を
見
て
、
も
し
よ
け
れ
ば
紹

介
し
ま
す
と
言
っ
て
く
れ
た
の
が
邦
山
先
生
に
つ
く
き
っ
か
け
で
し
た
。

中
学
一
年
生
の
と
き
に
、藝
大
に
入
っ
た
知
り
合
い
か
ら
、「
藝
祭
に
来
て
み
る
？
」

と
誘
わ
れ
、上
野
に
行
っ
て
み
る
と
、野
外
で
ガ
ム
ラ
ン
や
雅
楽
を
や
っ
て
い
た
り
、

ジ
ャ
ズ
バ
ン
ド
が
演
奏
し
て
い
た
り
、
校
舎
の
中
で
は
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
演
奏
が
あ
れ

ば
、
お
能
が
あ
り
、
長
唄
が
あ
り
、
尺
八
、
お
箏
が
奏
で
ら
れ
て
い
て
、
さ
ま
ざ
ま

な
音
楽
が
こ
の
学
校
に
は
あ
る
。
こ
ん
な
ふ
う
に
音
に
囲
ま
れ
た
環
境
の
大
学
に
進

み
た
い
と
そ
の
と
き
思
っ
た
の
で
す
。

ぼ
く
は
藝
大
に
入
っ
た
ら
や
り
た
い
こ
と
が
い
く
つ
も
あ
り
ま
し
た
。

ひ
と
つ
は
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
と
共
演
し
た
い
と
い
う
も
の
で
、
四
年
生
の
と
き
藝
祭

で
、
コ
ン
チ
ェ
ル
ト
を
や
る
と
決
め
て
い
ま
し
た
。
三
年
間
は
そ
の
た
め
に
準
備
し

よ
う
と
、
作
曲
科
が
と
る
よ
う
な
授
業
に
顔
を
出
し
て
い
る
う
ち
に
洋
楽
系
の
学
生

と
仲
よ
く
な
り
ま
し
た
。
そ
う
や
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
人
と
出
会
う
こ
と
で
大
き
な
影

響
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
尺
八
の
た
め
の
作
品
を
新
し
く
つ
く
っ
て
ほ
し

い
、
尺
八
と
い
う
楽
器
を
も
っ
と
も
っ
と
知
っ
て
ほ
し
い
―
―
。

都
立
高
校
に
通
っ
て
い
た
と
き
、
ブ
ラ
ス
バ
ン
ド
で
フ
ル
ー
ト
を
吹
い
て
い
ま
し

た
が
、男
は
少
な
く
、フ
ル
ー
ト
は
人
数
が
多
い
の
で
「
指
揮
を
や
れ
」
と
言
わ
れ
、

藝
大
に
入
っ
て
や
り
た
い
目
標
が
い
く
つ
も
あ
っ
た
。

贅
沢
な
環
境
に
支
え
ら
れ
て
い
ま
の
自
分
が
あ
る
。

藤
原
道
山

藝
祭
か
ら
受
け
た
感
動

目
標
の
達
成
に
向
け
て

連
載
第
八
回

一
九
九
七
年 

大
学
院
音
楽
研
究
科
修
了

一
九
九
五
年 

音
楽
学
部
邦
楽
科
卒
業
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指
揮
棒
を
振
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
五
線
譜
、
特
に
ス
コ
ア

を
読
む
の
は
苦
に
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
二
年
生
に
な
る
と
藝
祭
で
自
主
公
演
が
で

き
る
の
で
、邦
山
先
生
の
作
品
で
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
組
ん
だ
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
い
た
り
、

作
曲
科
の
学
生
に
尺
八
の
新
曲
を
つ
く
っ
て
も
ら
っ
て
演
奏
し
た
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
新
し
い
出
会
い
に
よ
っ
て
自
分
の
音
楽
も
ど
ん
ど
ん
深
ま
っ
て
く
る
し
、
音
楽

と
い
う
の
は
人
が
つ
く
っ
て
い
く
も
の
で
、
ジ
ャ
ン
ル
で
区
切
ら
れ
る
も
の
で
は
な

い
、「
こ
の
人
の
音
楽
を
聞
き
に
行
く
」
と
い
う
意
識
が
強
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ

れ
か
ら
自
分
の
な
か
で
、
音
楽
の
垣
根
が
な
く
な
り
ま
し
た
。

大
学
で
の
副
科
の
授
業
も
、
や
っ
て
み
た
い
こ
と
の
一
つ
で
し
た
。
邦
楽
の
副
科

で
は
副
主
専
攻
の
箏
、
三
絃
の
他
に
、
長
唄
の
笛
、
鼓
、
雅
楽
の
笙
、
能
楽
の
観
世

流
と
狂
言
、
能
管
を
と
っ
て
い
ま
し
た
。
狂
言
は
野
村
万
作
先
生
に
二
年
間
、
お
習

い
し
ま
し
た
が
、最
初
一
〇
人
ぐ
ら
い
で
レ
ッ
ス
ン
し
て
い
た
の
が
、ひ
と
り
減
り
、

ふ
た
り
減
り
し
て
、
最
後
は
個
人
レ
ッ
ス
ン
に
な
り
、
能
楽
専
攻
生
に
う
ら
や
ま
し

が
ら
れ
ま
し
た
。（
笑
）万
作
先
生
は
と
て
も
厳
し
か
っ
た
で
す
よ
。
西
洋
音
楽
の
副

科
も
積
極
的
に
受
講
し
て
、
二
、三
年
生
で
は
小
畑
善
昭
先
生
に
オ
ー
ボ
エ
を
、
四

年
生
で
は
佐
久
間
由
美
子
先
生
に
フ
ル
ー
ト
を
教
わ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ト
ッ

プ
プ
レ
ー
ヤ
ー
に
教
え
を
乞
う
こ
と
が
で
き
る
、
藝
大
な
ら
で
は
の
贅
沢
な
と
こ
ろ

だ
と
思
い
ま
す
。

ほ
か
の
楽
器
と
異
な
る
尺
八
の
魅
力
と
い
え
ば
、
音
色
が
こ
れ
だ
け
多
彩
な
楽
器

は
な
い
と
僕
は
思
っ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
息
の
音
も
音
楽
に
し
て
し
ま
う
。
そ
こ

か
ら
純
音
に
近
い
よ
う
な
音
色
ま
で
、
非
常
に
幅
広
い
音
と
音
色
を
使
い
こ
な
せ
る

の
で
す
。
西
洋
の
人
た
ち
が
尺
八
に
影
響
さ
れ
て
曲
を
書
く
の
も
、
そ
う
い
う
こ
と

が
理
由
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
意
味
で
尺
八
は
、
ま
だ
ま
だ
可
能
性
に
満
ち
た

楽
器
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
演
奏
す
る
際
、
奏
者
の
個
性
が
強
く

反
映
さ
れ
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
し
た
気
の
緩
み
ま
で
出
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
。
ど
ん
な

楽
器
で
も
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
楽
器
に
頼
り
過
ぎ
ず
、
自
分
の
意
識
を
し
っ

か
り
も
つ
こ
と
が
大
切
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

来
年
は
Ｃ
Ｄ
デ
ビ
ュ
ー
十
五
周
年
に
な
る
の
で
、
記
念
に
な
る
よ
う
な
コ
ン
サ
ー

ト
を
い
ま
企
画
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
こ
れ
ま
で
に
出
会
っ
た
人
た
ち
が
、
現
在

の
自
分
に
と
て
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
で
、
そ
う
い
う
出
会

い
を
大
事
に
し
た
コ
ン
サ
ー
ト
に
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
自
分
の
出
発
点
で
あ

る
藝
大
の
方
々
に
も
参
加
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

尺
八
の
も
つ
可
能
性

『季（TOKI）–春–』日本コロムビア

photo: Hiroaki Horiguchi

ふじわら・どうざん
尺八演奏家・作曲家。1972年東京都生まれ。10歳より尺八を始め、人間国宝山本邦山に師事。91年
東京藝術大学音楽学部邦楽科尺八専攻入学。93年都山流師範検定試験に主席登第。道山の名を受
ける。95年東京藝術大学音楽学部邦楽科卒業。同大学大学院音楽研究科入学、97年同修了。2001
年アルバム「UTA」でCDデビュー。以来14 枚のアルバムをリリース。現在、都山流尺八楽会大師範。
都山流邦山会、日本三曲協会、江戸川邦楽邦舞の会会員。山本邦山尺八合奏団団員。「曠の会」同人。
ホリプロ所属。東京藝術大学音楽学部邦楽科尺八専攻講師として後進の指導も行う。
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音
楽
環
境
創
造
科
は
二
〇
〇
二（
平
成
一
四
）

年
四
月
に
、
取
手
キ
ャ
ン
パ
ス
に
開
設
さ
れ
た
。

二
〇
〇
六（
平
成
一
八
）年
に
は
、
東
京
都
足
立

区
の
協
力
の
も
と
旧
千
寿
小
学
校
を
改
築
し
て

誕
生
し
た
千
住
キ
ャ
ン
パ
ス
に
移
転
。こ
の
キ
ャ

ン
パ
ス
に
は
、
音
楽
環
境
創
造
科
の
ほ
か
、
大

学
院
音
楽
研
究
科
応
用
音
楽
学
研
究
室
、
ア
ー

ト
リ
エ
ゾ
ン
セ
ン
タ
ー
が
教
育
、
研
究
活
動
を

展
開
し
て
い
る
。

音
響
制
作
ス
タ
ジ
オ
、
録
音
調
整
室
、
ス
タ
ジ

オ
Ａ
、
ス
タ
ジ
オ
Ｂ
、
そ
し
て
旧
千
寿
小
学
校
の

体
育
館
を
改
修
し
た
第
７
ホ
ー
ル
な
ど
の
充
実
し

た
設
備
を
誇
る
千
住
キ
ャ
ン
パ
ス
を
活
用
し
て
、

音
楽
環
境
創
造
科
で
は
、
音
楽
や
音
響
に
関
す
る

研
究
、
映
像
、
身
体
、
言
語
、
空
間
、
メ
デ
ィ
ア

な
ど
、
音
楽
に
隣
接
す
る
表
現
分
野
の
研
究
、
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
音
響
作
品
の
創
作
や
、映
像
、

身
体
表
現
、メ
デ
ィ
ア
の
た
め
の
音
楽
制
作
、ア
ー

ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
や
文
化
社
会
学
、
文
化
研
究
な

ど
、
芸
術
と
社
会
の
関
係
に
関
す
る
研
究
を
通
じ

て
、
芸
術
や
そ
れ
を
取
り
巻
く
環
境
を
総
合
的
に

学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

教
員
は
六
名
。
就
任
順
に
西
岡
龍
彦
教
授（
作

曲
）、
熊
倉
純
子
教
授（
文
化
環
境
）、
亀
川
徹
教

授（
音
響
学
、
録
音
技
術
）、
市
村
作
知
雄
准
教

授（
身
体
表
現
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
論
）、
毛
利
嘉
孝
准
教

授（
社
会
学
、文
化
研
究
）、丸
井
淳
史
准
教
授（
音

響
心
理
学
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
理
工
学
）。
今
回
は

亀
川
教
授
が
担
当
す
る
「
録
音
技
法
研
究
」
を

取
材
し
て
き
た
。

音
楽
環
境
創
造
科
開
設
か
ら
ま
も
な
く
し
て
教

員
に
な
っ
た
亀
川
教
授
は
、
当
時
を
振
り
返
り
、

次
の
よ
う
に
語
る
。「
大
学
が
社
会
の
中
で
ど
う
い

う
役
割
を
果
た
す
か
、
と
い
う
こ
と
を
問
わ
れ
て

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
。

研
究
室
探
訪

第
八
回

V
isitin

g th
e L

ab
oratory

音楽学部音楽環境創造科
Depar tment  o f  Musica l
Creat iv i t y  and the  Env ironment
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い
た
時
代
。
そ
の
な
か
で
、
音
楽
と
社
会
を
つ
な

ぐ
人
材
を
育
成
す
る
と
い
う
の
が
学
科
設
立
の
主

旨
で
し
た
。
そ
う
い
っ
た
社
会
へ
発
信
す
る
た
め

の
研
究
分
野
の
ひ
と
つ
と
し
て
録
音
技
術
が
取
り

上
げ
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
」。

こ
の
日
「
録
音
技
法
研
究
」
が
お
こ
な
わ
れ
た

録
音
調
整
室
は
、
５・１
サ
ラ
ウ
ン
ド
の
モ
ニ
タ
ー

ス
ピ
ー
カ
ー
シ
ス
テ
ム
と
3
2
チ
ャ
ン
ネ
ル
の

ア
ナ
ロ
グ
ミ
キ
シ
ン
グ
コ
ン
ソ
ー
ル
を
備
え
る
。

「
我
々
が
聞
い
て
い
る
音
と
い
う
の
は
、
単
な
る
物

理
的
な
現
象
と
違
い
、
耳
を
通
し
て
聴
い
て
い
ま

す
の
で
、
ひ
と
り
ひ
と
り
違
う
聴
き
方
を
し
て
い

る
ん
で
す
。
た
と
え
ば
同
じ
音
の
大
き
さ
で
も
、

低
音
は
高
音
に
比
べ
て
聴
こ
え
に
く
い
。
そ
う
い

う
人
間
の
聴
覚
の
特
徴
を
理
解
し
て
い
な
い
と
、

録
音
す
る
と
き
、
な
ぜ
そ
う
い
う
音
に
聴
こ
え
る

の
か
わ
か
ら
な
い
の
で
す
」。
五
つ
の
グ
ル
ー
プ

に
分
か
れ
て
、
各
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
二
本
の
マ
イ

ク
ロ
ホ
ン
を
使
い
、
工
夫
し
て
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
を

す
る
。
そ
し
て
、
ど
う
い
っ
た
音
が
録
れ
た
か
を

受
講
生
全
員
で
考
え
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
マ
イ
ク
ロ

ホ
ン
の
種
類
や
そ
の
構
造
と
機
能
、
ス
テ
レ
オ
録

音
に
よ
っ
て
な
ぜ
音
が
立
体
的
に
聞
こ
え
る
の
か
、

二
本
の
マ
イ
ク
ロ
ホ
ン
の
間
隔
や
指
向
性
に
よ
る

聴
こ
え
方
の
違
い
を
学
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。

講
義
を
受
講
す
る
黒
石
紗
弥
子
さ
ん（
学
部
二

年
）は
、「
高
校
は
普
通
科
で
、
学
校
と
は
関
係
な

く
ミ
キ
シ
ン
グ
を
す
る
の
が
好
き
だ
っ
た
の
で

す
。
文
系
で
も
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
う
え
、
自
分

が
知
ら
な
い
知
識
を
持
っ
た
仲
間
の
話
を
聞
く
こ

と
も
す
ご
く
楽
し
い
で
す
ね
」
と
語
る
。
ま
た
染

野
拓
さ
ん（
学
部
二
年
）は
「
高
校
時
代
、
軽
音
部

で
演
奏
し
な
が
ら
、
友
だ
ち
の
バ
ン
ド
の
録
音
も

し
て
い
た
の
で
す
。
こ
の
科
に
は
音
楽
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
の
授
業
も
あ
り
、
こ
れ
ま
で
音
響
の
エ
ン

ジ
ニ
ア
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

デ
ィ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
ま
で
志
向
が
広
が
り
ま
し

た
」
と
の
こ
と
。
二
人
の
話
を
聞
い
て
、
音
楽
環

境
創
造
科
の
横
断
性
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で

き
る
。

photo: Hiroaki Horiguchi

録音調整室でおこなわれた亀川徹教授の「録音技法研究」
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「
国
立
西
洋
美
術
館
」

東
京
藝
術
大
学
が
あ
る
上
野
は
、

歴
史
や
伝
統
と
新
し
い
文
化
が
交
差
す
る
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
、
観
光
に
訪
れ
る
人
も
多
い
。

藝
大
の
す
ぐ
近
く
に
も
、
由
緒
あ
る
社
寺
や
老
舗
、
意
外
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
秘
め
た
穴
場
が
目
白
押
し
だ
。

大
学
か
ら
少
し
だ
け
足
を
延
ば
し
て
、
小
さ
な
旅
に
出
て
み
よ
う
。

第10回

Ｊ
Ｒ
上
野
駅
の
「
公
園
口
」
の
改
札
を
出
る
と
、

彫
刻
が
並
ぶ
庭
の
奥
に
、
緑
色
の
外
壁
で
、
前
面
が

高
床
構
造
に
な
っ
た
建
物
が
見
え
る
。
一
九
五
九（
昭

和
三
四
）年
四
月
に
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
か
ら
寄
贈
返

還
さ
れ
た
松
方
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
基
礎
に
発
足
し
た
、

国
立
西
洋
美
術
館
の
本
館
で
あ
る
。
こ
の
美
術
館
は
、

広
く
西
洋
美
術
全
般
を
対
象
と
す
る
唯
一
の
国
立
美

術
館
で
あ
る
。

「
本
館
」
は
、
戦
後
の
日
仏
間
の
国
交
回
復
・
関

係
改
善
の
象
徴
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ク
・
ロ
イ
ド
・
ラ

イ
ト
、
ミ
ー
ス
・
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ロ
ー
エ
と
と
も

に
「
近
代
建
築
の
三
大
巨
匠
」
と
並
び
称
さ
れ
る
フ

ラ
ン
ス
人
建
築
家
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ（
一
八
八
七

～
一
九
六
五
）の
設
計
に
よ
り
、
一
九
五
九（
昭
和

三
四
）年
三
月
に
竣
工
。
実
施
設
計
は
、
ル
・
コ
ル

ビ
ュ
ジ
エ
の
弟
子
で
あ
る
三
人
の
日
本
人
建
築
家
、

前
川
國
男
、
坂
倉
準
三
、
吉
阪
隆
正
が
あ
た
っ
た
。

一
九
九
八（
平
成
十
）年
に
は
建
設
省
よ
り
「
公
共
建

築
百
選
」
に
選
定
、
二
〇
〇
七（
平
成
十
九
）年
に
は

国
の
重
要
文
化
財（
建
造
物
）に
指
定
さ
れ
た
。「
サ

ヴ
ォ
ア
邸
」「
ロ
ン
シ
ャ
ン
の
礼
拝
堂
」、「
マ
ル
セ
イ
ユ

の
ユ
ニ
テ
・
ダ
ビ
タ
シ
オ
ン
」
な
ど
で
知
ら
れ
る
巨

匠
が
、
日
本
に
残
し
た
唯
一
の
作
品
と
し
て
も
貴
重

で
あ
る
。

本
館
・
前
庭

日
本
を
代
表
す
る
美
術
館
建
築

で
あ
り
、上
野
の
シ
ン
ボ
ル
と
も

い
う
べ
き
建
物
。国
の
登
録
記

念
物（
名
勝
地
関
係
）に
登
録
さ

れ
た
前
庭
・
園
地
に
は
ロ
ダ
ン
の

「
カ
レ
ー
の
市
民
」を
始
め
と
す

る
彫
刻
作
品
が
展
示
さ
れ
る
。

1

正面に立つのは、20 世紀を代表する建築家ル・コルビュジエが設計した「本館」 © 国立西洋美術館

© 国立西洋美術館
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本
館
の
背
後
に
立
つ
地
上
二
階
、地
下
二
階
の
「
新

館
」
は
、
緑
釉
タ
イ
ル
を
貼
っ
た
外
観
が
特
色
。
美

術
館
開
館
二
〇
周
年
の
一
九
七
九（
昭
和
五
四
）年
に

開
館
し
た
こ
の
建
物
は
、
本
館
の
実
施
設
計
者
の
ひ

と
り
で
あ
る
前
川
國
男（
一
九
〇
五
～
一
九
八
六
）の

設
計
。
国
立
西
洋
美
術
館
の
向
か
い
に
立
つ
「
東
京

文
化
会
館
」や
、東
京
藝
術
大
学
の
南
に
位
置
す
る「
東

京
都
美
術
館
」
も
前
川
の
代
表
作
だ
。

本
館
と
新
館
で
は
、
松
方
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
作

品
、
創
立
以
来
毎
年
購
入
さ
れ
て
い
る
ル
ネ
サ
ン
ス

以
降
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
の
作
品
、
寄
贈
・
寄
託
作

品
を
常
設
展
と
し
て
年
間
を
通
し
て
展
示
。
ま
た
、

一
九
九
七（
平
成
九
）年
に
竣
工
し
た
企
画
展
示
館
で

は
、
欧
米
の
美
術
館
な
ど
か
ら
の
借
用
作
品
に
よ
っ

て
特
別
展
を
年
一
回
、
企
画
展
を
年
二
回
ほ
ど
開
催

し
て
い
る
。
十
月
七
日（
火
）か
ら
は
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ

ン
ト
・
ホ
ド
ラ
ー
展
が
行
わ
れ
る
。

モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
の
機
能
美
と
、
展
示
作
品
の
素

晴
ら
し
さ
が
融
合
し
た
国
立
西
洋
美
術
館
は
、
上
野

の
杜
の
誇
り
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

19
世
紀
ホ
ー
ル

新
館
展
示
室

本
館
展
示
室

本
館
一
階
の
中
央
部
分
は
、屋

上
の
明
か
り
取
り
窓
ま
で
吹

き
抜
け
と
な
っ
た
ホ
ー
ル
で
、

ル・コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
に
よ
っ
て「
19

世
紀
ホ
ー
ル
」と
命
名
さ
れ
、

現
在
は
ロ
ダ
ン
の
彫
刻
の
展

示
場
と
な
っ
て
い
る
。

ル・コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
の
設
計
し
た
本
館
と
一
体

に
機
能
す
る
よ
う
に
増
築
。本
館
と
一
緒
に

な
っ
て
三
本
の
欅・銀
杏・楠
な
ど
を
抱
き
込

む
よ
う
に
配
置
さ
れ
、そ
れ
に
よ
っ
て
緑
ふ
か

い
中
庭
が
作
り
出
さ
れ
て
い
る
。

本
館
の一
階
か
ら
二
階
へ
は
彫
刻
作
品
を
眺

め
な
が
ら
上
れ
る
よ
う
に
、階
段
で
は
な

く
、傾
斜
の
ゆ
る
い
ス
ロ
ー
プ
と
な
っ
て
い
る
。

二
階
は
吹
き
抜
け
の
ホ
ー
ル
を
、回
廊
型
の

展
示
室
が
取
り
囲
む
。

2

4

3

国立西洋美術館
東京都台東区上野公園7-7
開館時間  9:30～17:30、金曜日は20:00まで
※入館は閉館の30分前まで
休館日  月曜日（休日の場合は翌火曜日）、年末年始
 http://www.nmwa.go.jp/

国立科学
博物館

国立西洋
美術館

恩賜上野動物園（東園）

恩賜上野動物園（西園）

上
野
駅

京成上野駅

野球場 東京文化
会館

大噴水

不忍池

東京藝術大学
美術学部

東京藝術大学
音楽学部

国立博物館

東京都
美術館

旧奏楽堂

弁天堂

上野の森
美術館

公
園
口

不
忍
口

© 国立西洋美術館

© 国立西洋美術館

© 国立西洋美術館

© 国立西洋美術館
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「
上
野
の
杜
の
波
瀾
万
丈
」
シ
リ
ー
ズ
が
終
了
し
ま

す
。
私
は
美
術
関
連
事
項
を
担
当
し
、
思
い
付
く
ま
ま

テ
ー
マ
を
選
ん
で
計
九
篇
を
寄
稿
し
ま
し
た
。
最
初

に
「
美
校
騒
動
」
と
題
し
て
明
治
三
十
一
年
の
岡
倉
天

心
校
長
失
脚
に
つ
い
て
書
い
た
の
は
、
既
定
の
本
シ

リ
ー
ズ
タ
イ
ト
ル
〃
波
瀾
万
丈〃

に
対
応
し
た
た
め
で

す
が
、
こ
れ
ほ
ど
天
心
研
究
が
進
ん
で
い
る
の
に
、
い

ま
だ
に
騒
動
の
原
因
が
天
心
の
専
横
さ
や
私
行
に
あ
っ

た
と
さ
れ
、
ゴ
シ
ッ
プ
の
み
が
面
白
可
笑
し
く
語
ら
れ

て
い
る
の
を
み
て
義
憤
を
感
じ
、
根
本
の
原
因
は
政
府

（
文
部
省
）の
方
針
に
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
欲
し
か
っ

た
た
め
で
も
あ
り
ま
す
。

第
二
回
目
の
「
美
校
の
経
営
戦
略
・
依
嘱
製
作
事

業
」
は
、
天
心
が
美
校
の
運
営
を
で
き
る
だ
け
理
想
に

近
づ
け
る
た
め
、
既
定
の
学
校
経
費
の
ほ
か
に
民
間
資

本・公
的
資
金
を
導
入
し
て
依
嘱
製
作
事
業
を
開
始
し
、

皇
居
前
広
場
の
楠
木
正
成
銅
像
や
上
野
公
園
の
西
郷
隆

盛
銅
像
、
博
多
の
日
蓮
上
人
銅
像
、
海
外
博
覧
会
へ
の

政
府
出
品
物
な
ど
の
製
作
、
古
美
術
名
品
の
模
写
・
模

刻
等
々
を
行
い
、
そ
れ
ら
を
教
員
・
生
徒
た
ち
に
担
当

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
研
究
・
教
育
の
充
実
を
図
っ
た

こ
と
。
そ
の
事
業
が
第
二
次
大
戦
の
時
期
ま
で
続
い
て

四
六
六
件
に
も
上
る
こ
と
を
紹
介
し
ま
し
た
。
天
心
は

文
部
省
の
意
向
を
測
る
こ
と
も
な
く
事
業
を
開
始
し
、

実
績
を
上
げ
、
制
度
化
し
て
し
ま
っ
た
の
で
し
た
。

第
三
回
目
の
「
紅
一
点
」
は
美
校
が
昭
和
二
十
一
年

の
男
女
共
学
実
施
前
は
男
子
校
で
、
例
外
的
に
少
数
の

外
国
人
女
性
を
受
け
入
れ
た
だ
け
で
あ
り
、
き
ち
ん
と

卒
業
し
た
の
は
マ
リ
ー
・
イ
ー
ス
ト
レ
ー
キ
た
だ
一
人

だ
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
そ
の
原
因
な
ど
に
つ
い
て
書
き

ま
し
た
。
美
校
が
東
京
音
楽
学
校
の
よ
う
に
最
初
か
ら

男
女
共
学
だ
っ
た
ら
日
本
の
近
代
美
術
は
ど
う
な
っ
て

い
た
か
。
そ
の
点
は
何
と
も
い
え
ま
せ
ん
が
、
才
能
豊

か
で
意
欲
に
満
ち
た
女
性
が
制
度
の
た
め
に
最
も
環
境

の
整
っ
た
学
校
で
学
ん
で
成
長
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
と
す
れ
ば
、
実
に
惜
し
い
こ
と
で
す
。

第
四
回
目
の
「
中
国
人
一
斉
帰
国
」
で
は
、
美
校

に
は
外
国
人
留
学
生
計
二
三
九
人（
中
国
一
〇
三
人
、

朝
鮮
八
九
人
、
台
湾
三
〇
人
、
そ
の
他
一
七
人
）が
在

学
し
、
日
本
人
に
混
じ
っ
て
勉
強
し
て
い
ま
し
た
が
、

一
九
三
七
年
の
日
中
戦
争
開
始
に
よ
り
諸
分
野
の
中
国

人
留
学
生
た
ち
が
一
斉
帰
国
し
た
際
に
帰
国
を
余
儀
な

く
さ
れ
、
そ
の
後
交
流
が
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
を

紹
介
し
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
と
、
美
校
と
中
国
美
術
界

の
間
で
培
わ
れ
て
き
た
交
流
活
動
に
も
終
止
符
が
打
た

れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
戦
争
が
も
た
ら
し
た
大
き
な

損
失
の
一
つ
で
す
。
近
年
、
近
隣
諸
国
で
近
代
美
術
の

研
究
が
活
発
化
し
、
日
本
留
学
生
た
ち
の
果
た
し
た
役

割
の
大
き
さ
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
状
況
に
鑑

み
て
、
一
層
そ
の
こ
と
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

第
五
回
目
の「
戦
中
の
教
官
総
辞
職
」は
、
一
九
四
四

年
に
文
部
省
が
断
行
し
た
美
校
教
官
総
入
れ
替
え
事
件

を
採
り
上
げ
、決
戦
体
制・非
常
時
下
に
行
わ
れ
た
「
改

革
」
が
美
校
に
何
を
も
た
ら
し
た
か
を
考
え
て
み
よ
う

と
し
た
も
の
で
す
。

第
六
、七
回
目
の
「
日
本
美
術
の
保
護
」
で
は
、
本

学
に
お
い
て
今
日
重
要
な
部
位
を
占
め
る
文
化
財
保
護

の
研
究
・
教
育
分
野
の
淵
源
に
つ
い
て
記
し
、
第
八
回

目
の
「
作
品
展
示
施
設
の
昔
」
で
は
美
校
開
校
以
後
藝

大
大
学
美
術
館
開
館
前
ま
で
の
展
示
施
設
の
変
遷
を

辿
っ
て
み
ま
し
た
。
第
九
回
目
の
「
サ
ー
ル
ナ
ー
ト
の

壁
画
」
で
は
、
美
校
・
藝
大
の
歴
史
を
語
る
際
に
お
よ

そ
話
題
に
上
る
こ
と
の
な
い
、
野
生
司
香
雪
と
い
う
卒

業
生
の
イ
ン
ド
に
お
け
る
壁
画
制
作
の
快
挙
を
採
り
上

げ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
活
躍
の
事
例
は
数
限
り
な
く

あ
り
、
美
術
史
や
美
術
教
育
、
文
学
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
そ
の
他
種
々
の
分
野
で
意
義
深
い
活
動
を
し
た
人
々

な
ど
に
つ
い
て
も
紹
介
し
て
み
た
い
と
こ
ろ
で
す
が
、

い
ざ
書
く
と
な
る
と
下
調
べ
が
結
構
大
変
な
の
で
、
こ

の
辺
で
筆
を
擱
き
ま
す
。

（
よ
し
だ
・
ち
づ
こ
／
総
合
芸
術
ア
ー
カ
イ
ブ 

セ
ン
タ
ー
特
別
研
究
員・美
術
学
部
教
育
資
料
編
纂
室
）

最
終
回
に
寄
せ
て

第
十
八
回

東
京
美
術
学
校
か
ら
東
京
藝
術
大
学
美
術
学
部
へ
、
東
京
音
楽
学
校
か
ら
同
音
楽
学
部
へ
。

近
代
日
本
の
芸
術
教
育
と
芸
術
研
究
を
支
え
た
二
つ
の
道
筋
。

近
代
美
術
教
育
と
美
術
学
校

　
　

連
載
終
了
に
あ
た
っ
て

吉
田
千
鶴
子



27

こ
の
連
載
で
取
り
上
げ
た
の
は
、
明
治
二
十
年
代
前

半
か
ら
終
戦
直
前
ま
で
の
六
テ
ー
マ
で
あ
る
。
こ
こ
か

ら
見
え
て
く
る
東
京
音
楽
学
校
と
は
ど
の
よ
う
な
学
校

な
の
だ
ろ
う
か
。

一
、
東
京
音
楽
学
校
存
廃
論
争

二
、
歌
劇
《
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
》
上
演

三
、
プ
リ
ン
グ
ス
ハ
イ
ム
の
時
代

四
、
上
野
児
童
音
楽
学
園

五
、
東
京
音
楽
学
校
生
の
陸
軍
軍
楽
隊
入
隊

　
　
（
前
篇
・
後
篇
）

六
、
東
京
音
楽
学
校
邦
楽
科
へ
の
長
い
道
の
り

　
　
（
前
篇
・
後
篇
）

創
立
早
々
、
学
校
は
国
家
予
算
削
減
の
あ
お
り
で
存

廃
の
危
機
に
揺
れ
た
。

帝
大
生
の
間
に
ワ
グ
ナ
ー
熱
が
高
ま
っ
て
い
た
明
治

三
十
六
年
、
歌
劇
研
究
会
は
教
員
等
の
協
力
の
も
と
グ

ル
ッ
ク
作
曲
《
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
》
を
上
演
し
、
本
科
三

年
の
三
浦
環
等
が
注
目
を
浴
び
た
。
再
演
計
画
も
あ
っ

た
が
、
男
女
生
徒
が
同
じ
舞
台
に
立
つ
こ
と
が
風
紀
上

問
題
視
さ
れ
、
中
止
と
な
っ
た
。

半
世
紀
に
わ
た
り
バ
ッ
ハ
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
、
ベ
ー

ト
ー
ヴ
ェ
ン
な
ど
を
中
心
に
演
奏
し
て
き
た
東
京
音
楽

学
校
管
弦
楽
団
を
一
気
に
欧
米
楽
壇
の
レ
ベ
ル
に
引
き

上
げ
よ
う
と
し
た
の
が
、
ク
ラ
ウ
ス
・
プ
リ
ン
グ
ス
ハ

イ
ム
で
あ
る
。
マ
ー
ラ
ー
、
ブ
ル
ッ
ク
ナ
ー
、
ス
ト
ラ

ヴ
ィ
ン
ス
キ
ー
な
ど
の
近
現
代
曲
に
挑
戦
し
た
。
し
か

音
楽
取
調
掛
～
東
京
音
楽
学
校
～

音
楽
学
部

来
し
方
百
三
十
五
年
を
振
り
返
っ
て

し
ユ
ダ
ヤ
系
の
看
板
指
揮
者
は
昭
和
十
二
年
に
契
約
を

打
ち
切
ら
れ
た
。

昭
和
八
年
、
時
代
に
先
が
け
て
始
め
た
音
楽
の
早
期

教
育
機
関
で
あ
る
上
野
児
童
音
楽
学
園
は
四
倍
の
難
関

で
、
砂
原
美
智
子
、
園
田
高
弘
、
中
田
喜
直
等
を
輩
出
。

マ
ー
ラ
ー
の
《
第
三
交
響
曲
》
の
児
童
合
唱
で
は
ド
イ

ツ
語
の
暗
譜
で
熱
唱
し
た
。
が
、
昭
和
十
九
年
秋
、
戦

局
の
悪
化
に
よ
り
閉
鎖
さ
れ
た
。

昭
和
十
九
年
秋
、
入
営
適
齢
の
生
徒
十
四
名
が
陸
軍

戸
山
学
校
軍
楽
隊
に
入
隊
し
た
。
少
し
で
も
音
楽
の
勉

強
を
続
け
さ
せ
る
方
途
で
あ
っ
た
。
同
校
は
在
校
生
の

戦
死
者
を
出
さ
な
か
っ
た
。

邦
楽
科
は
、
唯
一
の
国
立
音
楽
学
校
の
「
顔
」
と
し

て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
存
在
で
あ
る
。
家
元
制
度
や
流
派

等
の
伝
統
を
持
つ
邦
楽
が
東
京
音
楽
学
校
の
「
科
」
と

な
っ
た
の
は
昭
和
十
一
年
で
あ
っ
た
。

本
学
音
楽
学
部
は
、
近
代
国
家
建
設
の
た
め
の
明
治

十
二
年
の
音
楽
取
調
掛
創
設
と
い
う
前
例
の
な
い
一
歩

に
始
ま
っ
た
。
唱
歌
教
材
の
作
成
や
教
師
の
養
成
と
と

も
に
、
数
々
の
日
本
初
演
を
行
っ
た
。
欧
化
政
策
の
先

陣
を
切
る
類
例
の
な
い
学
校
の
歩
み
は
、
内
外
の
荒
波

へ
の
前
例
な
き
挑
戦
の
連
続
と
な
っ
た
。
国
自
体
が
そ

う
で
あ
っ
た
か
ら
波
瀾
万
丈
の
歴
史
を
た
ど
る
こ
と

は
、
最
初
か
ら
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
も
言
え
る
。

幾
多
の
先
人
の
尽
力
の
賜
で
あ
る
百
三
十
五
年
は
日

本
の
近
現
代
史
と
と
も
に
あ
っ
た
。
こ
れ
を
継
承
し
、

二
十
一
世
紀
の
我
が
国
と
人
類
世
界
を
視
野
に
、
前
例

の
な
い
挑
戦
を
続
け
る
伝
統
に
こ
そ
、
音
楽
学
部
の
本

領
が
発
揮
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

取
材
や
資
料
提
供
等
で
多
く
の
方
々
に
ご
協
力
い
た

だ
き
ま
し
た
。
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

（
は
し
も
と
・
く
み
こ
／
総
合
芸
術
ア
ー
カ
イ
ブ

セ
ン
タ
ー
特
任
助
教
・
大
学
史
史
料
室
）

橋
本
久
美
子

草創期の東京美術学校

明治23年5月に新築された当時の東京音楽学校の校舎
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第2 回国際木版画会議 特別企画展
「木版ぞめき－日本でなにが起こったか－」

展覧会スケジュール （2014年7月31日現在の情報です。今後予告なく変更することがございます。）

第2回国際木版画会議 特別企画展「木版ぞめき－日本でなにが起こったか－」
台灣の近代美術－留学生たちの青春群像（1895–1945）
平櫛田中コレクション－つくる・みる・あつめる－
美術教育研究会20周年企画展示「つくったり 考えたり－美術教育からのメッセージ」
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
東京藝術大学大学院美術研究科博士審査展
東京藝術大学卒業・修了作品展

第2回国際木版画会議 国際公募展「国際木版画展2014」
第５回企業のデザイン展 花王株式会社「にほんのきれいのあたりまえ」
台湾・日本現代美術交流展（仮称）
公益財団法人芳泉文化財団 第二回 文化財保存学日本画研究発表展

「美しさの新機軸 －日本画　過去から未来へ－」
東谷武美退任展

－台湾絵画の巨匠－陳澄波 油彩画作品修復展－国立台湾師範大学文物保存維護研究発展中心・
東京藝術大学文化財保存学保存修復油画研究室 共同研究発表－

「邦楽器が受け継ぐ　技・形・音　こめられた丹精」展

    8月30日（土）　～  9月14日（日）
    9月12日（金）   ～ 10月26日（日）
    9月23日（火・祝）～ 10月19日（日）
  10月31日（金）    ～ 11月  3日（月・祝）
  11月13日（木）   ～ 11月26日（水）

  12月18日（木）    ～ 12月25日（木）
   1月26日（月）    ～   1月31日（土）

   9月 11日（木）   ～　9月25日（木）
 10月  4日（土）   ～ 10 月26日（日）
 11月  4日（火）   ～ 11月16日（日）
 11月23日（日・祝）～ 12月　3日（水）

     1月5日（月）   ～　1月15日（木）

    9月12日（金）    ～ 10月  2日（木）

  11月20日（木）    ～ 11月30日（日）

入場料：無料
入場料：無料
入場料：無料
入場料：無料

入場料：無料
入場料：無料
入場料：無料

入場料：無料
入場料：無料
入場料：無料
入場料：無料

入場料：無料

入場料：無料

入場料：無料

※ 開館時間は、10:00～17:00（入館時間は16:30まで）。月曜休館。
　 ただし、月曜日が祝日の場合は開館し、翌日に休館することがあります。
　 なお、展覧会によっては、開館時間および休館日が異なる場合がございますので、
　 その都度ご確認ください。

※ 展覧会の名称・会期については、変更することがございます。

※ 本学には駐車場はございませんので、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先
　 ● ハローダイヤル　　TEL：03-5777-8600
　 ● 大学美術館　　　　TEL：050-5525-2200

※ 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/

特別プログラム：
アダチ版画研究所による伝統木版デモンストレーション
展示会場に再現された職人の仕事場で、彫師・摺師に実際の仕事を実演していただきます。
第1回　8月31日（日）13:00-15:00　　第2回　9月12日（金）13:00-15:00

左：恩地孝四郎「美人四季」より夏／東京藝術大学所蔵　右：古谷博子「風ー韻 No.2」

本館

陳列館

正木記念館

TOPIC

1

Exhibition & Concert
Information 展 覧 会 & 演 奏 会 情 報

1

　第2回国際木版画会議 特別企画展として「木版ぞめき−日本

でなにが起こったか−」を開催します。

　日本の伝統木版は、極東の地で和紙と共に成熟を重ね独自な

形で発展を遂げました。和紙と水性絵具が触れることで出来上

がる、柔らかくユニークな木版が確立したその周辺で、人々は心

を揺らし魅了されました。木版は時代時代で人 を々騒がせた、い

や、木版を以て人々が「ぞめいた」のです。

　現在世界的に木版画制作者が増加している状況に応答するよ

うに、アーティストの視点から材料や技法に焦点を置き、歴史的

学術的陳列から解放することで、「なぜ、ユニーク」で「どうして

面白いのか」を検証し、木版の持つ本質的な魅力に迫ります。

　展示室を７つのテーマに分け、それぞれに作品や関連したモ

ノを陳列展示することで木版を、より多面的に紹介し制作者・鑑

賞者の双方にとって新しい発見の場となるように構成します。
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和楽の美 邦楽絵巻
「義経記～静と義経を巡って」

藝大オペラ定期第60回（モーツァルト：コシ・ファン・トゥッテ）
藝大オペラ定期第60回（モーツァルト：コシ・ファン・トゥッテ）
和楽の美　邦楽絵巻 「義経記〜静と義経を巡って」
学生オーケストラプロムナードコンサート８ 子どもと楽しむオーケストラ
上野の森オルガンシリーズ 異国のJ.S.バッハ（フランス編）
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
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
藝大フィルハーモニア定期（藝大定期第365回）
学長と語ろうⅩⅥ（ゲスト：山田法胤薬師寺管主）
ウィーンの魔笛〜ヘンリク・ヴィーゼ氏を迎えて
藝大プロジェクト2014 シェイクスピア〜人とその時代Ⅲ

「時空を越えたシェイクスピア」
うたシリーズ
音楽学部附属音楽高等学校創立60周年記念「記念式典＆演奏会」
音楽学部附属音楽高等学校創立60周年記念「藝高同窓会演奏会」
学生オーケストラ定期演奏会第51回（藝大定期第366回）
藝大フィルハーモニア合唱定期（藝大定期第367回）
藝大定期吹奏楽第80回
藝大プロジェクト2014 シェイクスピア〜人とその時代Ⅳ
「東西が響き合うシェイクスピア」
藝大定期邦楽第81回
藝大アーツスペシャル〜障がいとアーツ 第1日
藝大アーツスペシャル〜障がいとアーツ 第2日
藝大定期室内楽第41回 第1日
藝大定期室内楽第41回 第2日
東京藝大チェンバーオーケストラ定期第24回
第9回奏楽堂企画学内公募演奏会

10月  4日（土）
10月  5日（日）
10月  8日（水）
10月  9日（木）
10月12日（日）
10月13日（月・祝）
10月19日（日）
10月24日（金）
10月25日（土）
10月26日（日）
11月  1日（土）

11月  7日（金）
11月  8日（土）
11月  9日（日）
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）
12月  6日（土）
12月  7日（日）
1月31日（土）
2月  1日（日）
2月11日（水・祝）
3月27日（金）

9月10日（水）、11月13日（木）、11月27日（木）、2月19日（木）

14:00開演
14:00開演
18:30開演
17:00開演
15:00開演
15:00開演
15:00開演
19:00開演
15:00開演
14:00開演
15:00開演

19:00開演
14:00開演
15:00開演
15:00開演
15:00開演
14:00開演
15:00開演

18:00開演
12:30スタート
12:30スタート
14:00 開演
14:00 開演
15:00 開演
19:00 開演

S 席：5,000 円　バルコニー席：4,000 円
S 席：5,000 円　バルコニー席：4,000 円
S 席：5,000 円　A 席：4,000 円
無料（3 歳から入場可）
2,000 円
3,000 円（セット券あり）
3,000 円（セット券あり）
3,000 円
無料（事前申込制）
2,000 円
2,000 円（セレクト券あり）

2,000 円
無料（事前申込制）
2,000 円
1,500 円
3,000 円
一般 1,500 円、高校生以下 500 円
2,000 円（セレクト券あり）

2,000 円
無料（事前申込制）
無料（事前申込制）
1,500 円
1,500 円
1,500 円
無料

モーニング・コンサート 11:00開演 1,000 円（入場整理番号付き）

演奏会スケジュール （2014年7月31日現在の情報です。今後予告なく変更することがございます。）

奏楽堂

TOPIC

2

2

　来たる10月8日（水）、奏楽堂にて毎年恒例の〈和楽の美〉公

演「義経記～静と義経を巡って」が開催されます。この〈和楽の

美〉公演の大きな特徴は、普段あまり共演することのない音楽学

部邦楽科の各専攻がその垣根を取り払い、一致団結してひとつ

の舞台芸術を創り上げるところにあります。さらにその舞台美術

を美術学部の教員が担当することで、音楽・美術両学部の枠を

超えた藝大ならではのユニークな公演として人気を集めています。

　今年は建築科の北川原温教授とその研究室のメンバーが舞台

空間を設計し、映像も駆使した革新的な舞台空間が生み出され

ることが期待されています。そこで演じられるのは源義経と静御

前を巡る物語。脚本と演出は昨年に引き続き、古典芸能に精通し

た織田紘二氏、音楽監督を山田流箏曲の萩岡松韻教授が務めま

す。静と義経を巡って繰り広げられる「邦楽絵巻」、音楽と美術

が一体となったステージをどうぞお楽しみください。

指定席
指定席
指定席
自由席
自由席
自由席
自由席
自由席

当日指定
自由席
自由席

自由席
自由席
自由席
自由席
自由席
自由席
自由席

自由席
自由席
自由席
自由席
自由席
自由席
自由席

自由席

昨年の公演（2013年10月9日（水）和楽の美「弁財天縁起」）より

※ 特にお断りのない限り、コンサートの会場はすべて本学構内の奏楽堂です。
※ 詳細につきましては、9月末発行予定の 「平成26年度コンサートスケジュール〈後期版〉」をご覧ください。
※ 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いたします。http://www.geidai.ac.jp/
※ 特に記載のあるものを除き、乳幼児等の就学前のお子様の同伴・入場はできませんのでご了承ください。
※ 本学には駐車場はございませんので、お車でのご来館はご遠慮ください。
※スケジュール・曲目・出演者等は都合により変更となる場合がございますので、ご了承ください。
※ チケット取り扱い：モーニング・コンサートを除く
　 ● 藝大アートプラザ　　　　　　   TEL：050-5525-2102 
　 ● ヴォートル・チケットセンター　  TEL：03-5355-1280    http://ticket.votre.co.jp/
　 ● チケットぴあ　　　　　　　　   TEL：0570-02-9999   http://t.pia.jp/
 　（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。） 

　 ● 東京文化会館チケットサービス　TEL：03-5685-0650   http://t-bunka.jp/ticket/
　 ● イープラス（e+）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 http://eplus.jp/
※ チケット取り扱い：モーニング・コンサート
　 ● 前売券：藝大アートプラザ（店頭販売のみ）    TEL：050-5525-2102 
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◆
佐
藤
雅
彦
教
授
監
修
の
短
編
映
画

   

「
Ｈ
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｏ
―
Ｅ
Ｎ
」（
八
芳
園
）が
二
〇
一
四  

　
年
度
カ
ン
ヌ
映
画
祭
短
編
映
画
部
門
に

　

ノ
ミ
ネ
ー
ト

　

大
学
院
映
像
研
究
科
メ
デ
ィ
ア
映
像
専
攻
の
佐

藤
雅
彦
教
授
が
監
修
し
、
同
研
究
科
の
修
了
生
四

名
と
共
に
制
作
し
た
短
編
映
画
「
八
芳
園
」
が
カ

ン
ヌ
映
画
祭
短
編
映
画
部
門
に
ノ
ミ
ネ
ー
ト
さ
れ

た
。
全
世
界
か
ら
三
四
五
〇
本
の
応
募
の
中
か
ら

九
本
が
選
ば
れ
た
。
修
了
生
は
、
大
原
崇
嘉
、
関

友
太
郎
、
豊
田
真
之
、
平

瀬
謙
太
朗
の
四
名
。

　

七
月
二
十
三
日
に
は
、

今
回
の
ノ
ミ
ネ
ー
ト
を
記

念
し
て
、
上
野
校
地
の
美

術
学
部
中
央
棟
第
一
講
義

室
に
て
、
特
別
上
映
会
が

開
催
さ
れ
た
。

員
、
副
学
長（
教
育
担
当
、
研
究
担
当
）、
美
術
及

び
音
楽
学
部
長
な
ど
が
出
席
し
た
。

　

藝
心
寮
は
、
二
十
四
時
間
使
用
可
能
な
ア
ト
リ

エ
や
音
楽
練
習
室
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、

藝
大
生
の
み
な
ら
ず
足
立
区
内
に
あ
る
大
学
の
学

生
が
入
寮
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
特

徴
に
な
っ
て
い
る
。

◆
美
術
学
部
入
試
説
明
会
を
開
催

　

七
月
二
十
七
日
、
昨
年

に
引
き
続
き
二
回
目
と

な
る
、
美
術
学
部
入
試
説

明
会
が
開
催
さ
れ
た
。

　

今
回
は
、
日
本
画
、
油

画
、
デ
ザ
イ
ン
科
の
説
明

会
は
奏
楽
堂
を
使
用
し

て
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
美

術
学
部
の
全
科
が
参
加

し
て
の
説
明
会
と
な
っ
た
。

◆
青
柳
文
化
庁
長
官
が
大
学
美
術
館
な
ど
を
視
察

　

五
月
二
十
九
日
、
青
柳

文
化
庁
長
官
が
本
学
を
訪

れ
、
大
学
美
術
館
「
法
隆

寺
―
祈
り
と
か
た
ち
」展
、

陳
列
館
「
別
品
の
祈
り–

法
隆
寺
金
堂
壁
画–

」展
を

そ
れ
ぞ
れ
鑑
賞
し
た
。

◆
今
年
度
上
半
期
に
開
催
さ
れ
た

　

主
な
展
覧
会
、
演
奏
会
記
録

《
大
学
美
術
館
》

藝
大
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展–

春
の
名
品
展–

　

会
期　

三
月
二
十
一
日
～
四
月
十
三
日

　

入
場
者
数　

一
万
九
〇
四
三
名

観
音
の
里
の
祈
り
と
く
ら
し
展

　
–

び
わ
湖
・
長
浜
の
ホ
ト
ケ
た
ち–

　

会
期　

三
月
二
十
一
日
～
四
月
十
三
日

　

入
場
者
数　

一
万
九
二
一
三
名

保
存
修
復
彫
刻
研
究
室
研
究
報
告
発
表
展

◆
平
成
二
十
五
年
度
卒
業
式

　

三
月
二
十
五
日
、
奏
楽

堂
に
て
平
成
二
十
五
年
度

卒
業
式
が
実
施
さ
れ
た
。

　

学
長
式
辞
で
は
、「
恕

（
じ
ょ
）」と
い
う
文
字
を
、

「
誠
実
な
生
き
方
や
深
い

思
い
や
り
を
持
つ
心
が
意

味
と
し
て
込
め
ら
れ
て
い

て
、
人
と
し
て
生
き
る
た
め
の
大
切
な
道
と
し
て

使
わ
れ
て
い
る
文
字
」と
説
明
し
、「
自
分
自
身
に
も

周
り
の
人
た
ち
に
も
深
い
感
動
を
与
え
る
人
物
に

な
れ
る
よ
う
、
芸
術
家
の
道
を
歩
ん
で
い
く
上
で

こ
れ
を
強
く
心
に
刻
み
励
ん
で
い
っ
て
ほ
し
い
」と

新
た
な
一
歩
を
踏
み
出
そ
う
と
し
て
い
る
若
者
た

ち
を
激
励
し
た
。

◆
平
成
二
十
六
年
度
入
学
式

　

四
月
四
日
、
奏
楽
堂
に

て
平
成
二
十
六
年
度
入
学

式
が
挙
行
さ
れ
た
。

　

学
長
式
辞
で
は
、
式
辞

の
最
中
に
壇
上
で
「
信
」

と
い
う
文
字
を
揮
毫（
き

ご
う
）し
て
掲
げ
る
と
、

「
人
の
言
葉
が
心
と
一
致

し
、
信
じ
る
こ
と
に
よ
り

心
が
繋
が
り
、
大
き
な
絆

と
な
る
と
い
う
意
味
で

す
。
学
生
生
活
が
、
人
と

し
て
生
き
る
喜
び
を
知

り
、
信
じ
合
え
る
も
の
を

つ
く
り
あ
げ
る
、
日
々
で

あ
っ
て
も
ら
い
た
い
」と

述
べ
、
大
学
生
活
の
ス
タ
ー
ト
を
切
る
学
生
た
ち

に
エ
ー
ル
を
送
っ
た
。

◆「
学
長
と
語
ろ
う　

こ
ん
さ
ー
と
」

　

ゲ
ス
ト
に
演
出
家
の
蜷
川
幸
雄
氏
を
招
き
、
六

月
十
四
日
、
第
一
五
回
「
学
長
と
語
ろ
う　

奏
楽

堂
ト
ー
ク
＆
コ
ン
サ
ー
ト
」が
開
催
さ
れ
た
。
会

場
の
本
学
奏
楽
堂
で
は
、
九
〇
〇
名
を
超
え
る
お

客
様
が
約
二
時
間
に
わ
た

り
対
談
と
演
奏
会
を
楽
し

ん
だ
。

　

ト
ー
ク
で
は
、
蜷
川
幸

雄
さ
ん
が
演
出
さ
れ
た
舞

台
の
映
像
が
ス
ク
リ
ー
ン

に
映
し
出
さ
れ
、
蜷
川
演

劇
の
「
舞
台
の
醍
醐
味
」

の
話
題
で
大
い
に
盛
り
上

が
っ
た
。

　

第
二
部
の
コ
ン
サ
ー
ト

で
は
、
東
京
藝
大
シ
ン

フ
ォ
ニ
ー
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ

（
指
揮
：
湯
浅
卓
雄
音
楽

学
部
教
授
）に
よ
る
ベ
ー

ト
ー
ヴ
ェ
ン
の《
ピ
ア
ノ

協
奏
曲
第
三
番
》等
の
演
奏
が
行
わ
れ
、
会
場
の

お
客
様
か
ら
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
オ
ベ
ー
シ
ョ
ン

な
ど
も
あ
り
、
大
盛
況
の
内
に
幕
を
閉
じ
た
。

　

次
回
の
「
学
長
と
語
ろ
う　

こ
ん
さ
ー
と
」は
、

十
月
に
、
山
田
法
胤
さ
ん
を
ゲ
ス
ト
に
お
迎
え
し

て
開
催
予
定
。

◆
新
学
生
寮
「
藝
心
寮
」お
披
露
目
会

　

五
月
十
二
日
、
四
月
に
オ
ー
プ
ン
し
た
新
学

生
寮
「
藝
心
寮
」の
お
披
露
目
会
が
藝
心
寮
内
交

流
サ
ロ
ン
に
お
い
て
行

わ
れ
た
。

　

当
日
は
足
立
区
か
ら
近

藤
や
よ
い
区
長
、
馬
場
信

男
区
議
会
議
長
、
を
は
じ

め
と
し
た
区
議
会
関
係

者
、
地
元
自
治
会
関
係
者

な
ど
、
文
部
科
学
省
か
ら

森
政
之
大
臣
官
房
文
教
施

設
企
画
部
計
画
課
整
備
計

画
室
長
、
そ
の
他
に
も
近

隣
大
学
関
係
者
、
企
業
関

係
者
を
お
招
き
し
、
七
〇

名
を
超
え
る
出
席
が
あ
っ

た
。
本
学
か
ら
は
、
宮
田

亮
平
学
長
を
は
じ
め
、
役

　

会
期　

四
月
十
六
日
～
四
月
二
十
日

　

入
場
者
数　

一
二
三
一
名

東
日
本
大
震
災
復
興
祈
念
・
新
潟
県
中
越
地
震

復
興
10
年　

法
隆
寺
―
祈
り
と
か
た
ち

　

会
期　

四
月
二
十
六
日
～
六
月
二
十
二
日

　

入
場
者
数　

九
万
六
〇
三
三
名

別
品
の
祈
り–

法
隆
寺
金
堂
壁
画–

　

会
期　

四
月
二
十
六
日
～
六
月
二
十
二
日

　

入
場
者
数　

四
万
〇
二
六
八
名

《
奏
楽
堂
》

同
声
会
新
人
演
奏
会　

第
一
部

　

開
催
日　

四
月
十
二
日

　

入
場
者
数　

五
〇
〇
名

同
声
会
新
人
演
奏
会　

第
二
部

　

開
催
日　

四
月
十
二
日

　

入
場
者
数　

五
四
四
名

藝
大
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ア
定
期　

新
卒
業
生
紹
介
演
奏
会（
藝
大
定
期
第
三
六
二
回
）

　

開
催
日　

四
月
十
八
日

　

入
場
者
数　

七
六
七
名

藝
大
21　
創
造
の
杜
２
０
１
４
「
作
曲
家
尹
伊
桑
」

　

開
催
日　

四
月
二
十
五
日

　

入
場
者
数　

三
二
四
名

「
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
～
人
と
そ
の
時
代
」

第
一
回
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
と
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
の
時
代

　

開
催
日　

五
月
十
八
日

　

入
場
者
数　

五
一
一
名

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
一
回　

ウ
ィ
ー
ン
時
代
初
期

　

開
催
日　

五
月
二
十
五
日

　

入
場
者
数　

六
六
七
名

第
五
〇
回
藝
大
学
生
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ

（
藝
大
定
期
第
三
六
三
回
）

　

開
催
日　

五
月
二
十
九
日

　

入
場
者
数　

五
五
〇
名

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
二
回　

ウ
ィ
ー
ン
時
代
中
期

　

開
催
日　

六
月
一
日

　

入
場
者
数　

七
二
九
名
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版
会
活
動

藝
大
基
金
寄
附
者
ご
芳
名

31

　

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
、
平
成
二
十
六
年
二
月
か

ら
七
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
。

《
個
人
の
皆
様
》

　

鎌
田　

郁
雄　
　

様　
　
　

百
万
円

　

常　
　

嘉
煌　
　

様　
　
　

百
万
円

　

安
藤　

正
夫　
　

様　
　
　

三
十
万
円

　

西
川　

こ
ず
え　

様　
　
　

十
万
円　

　

原
田　

一
正　
　

様　
　
　

三
万
円

　

村
山　

則
子　
　

様　
　
　

一
万
円

◆
Ｄ
Ｖ
Ｄ
「
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
専
攻

　

第
五
期
生
修
了
作
品
集
２
０
１
４
」を

　

三
月
八
日
よ
り
発
売

◆
Ｄ
Ｖ
Ｄ
「
映
画
専
攻　

第
七
期
生
修
了
作
品
集

　

２
０
１
３
」を
三
月
十
日
よ
り
発
売

◆「
絵
画
制
作
入
門
」を
三
月
三
十
一
日
よ
り
発
売

　

本
書
は
、
こ
れ
ま
で
三
四
年
間
、
東
京
藝
術
大

学
美
術
学
部
絵
画
科
油
画
専
攻
一
年
次
学
生
を
対

象
に
「
絵
画
技
法
史
・
材
料
論
」と
し
て
、
講
義
・

実
習
し
て
き
た
内
容
を
も
と
に
、
絵
画
制
作
を
本

格
的
に
始
め
よ
う
と
思
う
方（
美
術
系
高
校
、
美

大
受
験
生
、
美
術
大
学
学
生
、
絵
画
教
室
の
受
講

生
）の
た
め
に
、
基
本
と
な
る
絵
画
に
対
す
る
知

識
と
、
実
地
に
制
作
を
進
め
る
手
立
て
を
、
図
版

を
多
数
取
り
入
れ
て
、
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
と

に
か
く
、
実
際
「
眼
で
見
て
手
で
描
き
」な
が
ら
、

読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。

◆
Ｃ
Ｄ
「
東
京
藝
術
大
学
奏
楽
堂　

ガ
ル
ニ
エ
・

オ
ル
ガ
ン
の
ひ
び
き
」を
三
月
三
十
一
日
よ
り
発
売

　

こ
の
C
D
に
は
、
ス
ウ
ェ
ー
リ
ン
ク〈
わ
が

青
春
は
す
で
に
過
ぎ
去
り
〉、
ブ
ク
ス
テ
フ
ー

デ〈
い
か
に
美
し
き
暁
の
星
よ
〉BuxW

V223

、

J.S.

バ
ッ
ハ〈
ト
ッ
カ
ー
タ
と
フ
ー
ガ　

ド
リ
ア

「
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
～
人
と
そ
の
時
代
」

第
二
回　

目
で
見
る
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
、

音
で
読
む
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
」

　

開
催
日　

六
月
七
日

　

入
場
者
数　

四
一
四
名

藝
大
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ア
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
定
期

（
藝
大
定
期
第
三
六
四
回
）

　

開
催
日　

六
月
十
三
日

　

入
場
者
数　

三
九
四
名

東
京
藝
大
チ
ェ
ン
バ
ー
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ　

第
二
十
三
回
定
期
演
奏
会

　

開
催
日　

六
月
二
十
一
日

　

入
場
者
数　

六
五
〇
名

藝
大
21　

藝
大
と
あ
そ
ぼ
う
2
0
1
4　

「
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
へ
の
招
待
」

　

開
催
日　

七
月
五
日

　

入
場
者
数　

五
九
四
名

◆
藝
大
フ
レ
ン
ズ

加
入
者
数（
平
成
二
十
六
年
七
月
三
十
一
日
現
在
）

賛
助
フ
レ
ン
ズ 　
　
　

個
人　

三
九
九
名　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

法
人
団
体　

三
社 

特
別
賛
助
フ
レ
ン
ズ 　

個
人　

一
三
名

◆「
藝
大
通
信
」編
集
部
で
は
、
皆
様
か
ら
の
ご
意
見
・
ご
感
想
な
ど
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
。

〒
一一
〇
ー
八
七
一
四　

東
京
都
台
東
区
上
野
公
園
十
二
ー
八

東
京
藝
術
大
学
総
務
課
内　

藝
大
通
信
編
集
部

フ
ァ
ッ
ク
ス 

０
３–

５
６
８
５–

７
７
６
０　

E-m
ail toiaw

ase@
m

l.geidai.ac.jp
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第29号刊行にあたって

　「藝大の価値は人にあり」と言う観
点で今号「藝大通信」も彩られている。
小さな大学なのに意外に他の科や
研究室は何をしているのかや、卒業
生にはどんな方がいらっしゃり、どの
ような活動をされているのかわから
ないところがある。こうして藝大通信
という場を通じて文化に関わる様々
な領域の方達が交差するのはとても
意義のある事であり、本来ならば大
学自体がそうあるべきである。藝大
通信（情報）から大学へ、メソッドが
逆流する日が来ていいのではないだ
ろうか。

藝大通信編集長
松下 計

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. 050-5525-2200
　NTT ハローダイヤル
　Tel. 03-5777-8600

● 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
　ヴォートル・チケットセンター
　Tel.03-5355-1280
　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。） 

　東京文化会館チケットサービス
　Tel. 03-5685-0650
　イープラス（e+）　
 　http://eplus.jp/

● 藝大アートプラザのご案内

　Tel. 050-5525-2102
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