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特
集藝

大
ア
ー
ト
プ
ラ
ザ

開
か
れ
た
ユ
ニ
バ
ー
シ
テ
ィ
・
シ
ョ
ッ
プ

芸
大
の
教
育
研
究
成
果
を
発
信
・
販
売
し
、
芸
術
を
身
近
な
も
の
に
し
て
ゆ
く
こ
と
を

目
的
に
設
立
さ
れ
た
藝
大
ア
ー
ト
プ
ラ
ザ
。

二
〇
〇
五
年
十
一
月
の
オ
ー
プ
ン
か
ら
現
在
ま
で
の
活
動
を
と
お
し
て
、

〝
開
か
れ
た
東
京
芸
大
〞の
可
能
性
を
探
る
。

﹇
座
談
会
﹈

河
北
秀
也

教
授
│
美
術
学
部
デ
ザ
イ
ン
科
（
視
覚
・
演
出
）

三
田
村
有
純

教
授
│
美
術
学
部
工
芸
科
（
漆
芸
）

守
山
光
三

教
授
│
音
楽
学
部
器
楽
科
（
ホ
ル
ン
）

鶴
見
俊
一
郎

株
式
会
社
藝
大
Ｂ
ｉ
Ｏ
ｎ
代
表
取
締
役
社
長
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ギ
ャ
ラ
リ
ー
・
シ
ョ
ッ
プ
と
し
て
の
展
開

河
北

ユ
ニ
バ
ー
シ
テ
ィ
・
シ
ョ
ッ
プ
に
は
二
種
類
あ
り
ま

し
て
、
生
協
の
よ
う
な
学
生
に
向
け
た
シ
ョ
ッ
プ
と
、
学
外

に
開
く
形
の
も
の
で
す
。
藝
大
ア
ー
ト
プ
ラ
ザ
は
「
学
外
に

開
く
」
も
の
で
す
け
れ
ど
も
、
各
大
学
が
そ
れ
を
展
開
し
よ

う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
今
の
学
長
以
下
、
や
ろ
う
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
設
立
し
た
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
国
立
大

学
は
、
も
の
を
直
接
販
売
で
き
な
い
の
で
株
式
会
社
藝
大
Ｂ

ｉ
Ｏ
ｎ
（
ビ
オ
ン
）
さ
ん
に
販
売
を
委
託
し
て
い
ま
す
。

そ
も
そ
も
は
、
教
員
、
そ
れ
か
ら
研
究
室
の
研
究
成
果
を

発
表
、
展
示
し
て
、
そ
れ
を
販
売
し
よ
う
と
い
う
の
が
大
き

な
目
的
で
す
。
芸
大
に
は
美
術
学
部
と
音
楽
学
部
が
あ
っ
て
、

な
か
な
か
お
も
し
ろ
い
シ
ョ
ッ
プ
の
展
開
が
で
き
る
な
と
は

つ
ね
づ
ね
思
っ
て
い
た
ん
で
す
。

守
山

音
楽
家
に
は
直
接
作
品
を
店
に
並
べ
て
売
る
と
い
う

発
想
が
な
い
ん
で
す
ね
。
ア
ー
ト
プ
ラ
ザ
が
オ
ー
プ
ン
し
た

当
初
は
、
音
楽
学
部
で
何
を
売
る
か
と
い
う
か
、
そ
れ
よ
り

も
売
る
も
の
が
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
の
ほ
う
が
大
き
く
て
、

何
が
始
ま
る
ん
だ
と
い
う
気
持
ち
で
眺
め
て
い
ま
し
た
。
と

こ
ろ
が
一
年
経
っ
て
、
コ
ン
サ
ー
ト
の
チ
ケ
ッ
ト
や
Ｃ
Ｄ
も

売
れ
ま
す
し
、
著
作
物
が
売
れ
る
こ
と
に
気
が
つ
き
始
め
た
。

そ
う
い
う
こ
と
で
シ
ョ
ッ
プ
の
存
在
に
対
し
て
、
よ
う
や
く

意
識
が
高
ま
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
音
楽
学
部
の
現

況
で
す
。

鶴
見

私
は
平
成
十
年
、
大
学
美
術
館
が
開
館
し
た
と
き
に
、

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
シ
ョ
ッ
プ
の
立
ち
上
げ
に
社
外
か
ら
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
と
い
う
形
で
か
か
わ
っ
た
と
い
う
経
験
が
あ
る
ん

で
す
。
大
学
が
直
接
商
売
を
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
い
う
こ

と
か
ら
、
美
術
館
協
力
会
（
会
長
中
根
寛
氏
）
を
つ
く
っ

て
、
そ
の
下
で
シ
ョ
ッ
プ
を
経
営
す
る
こ
と
を
や
っ
て
お
り

ま
し
た
が
、
シ
ョ
ッ
プ
と
し
て
は
ス
ペ
ー
ス
が
少
な
い
。
芸

大
と
し
て
は
も
っ
と
広
い
ス
ペ
ー
ス
で
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
シ

ョ
ッ
プ
を
設
け
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
提
案
を
し
て
い

た
わ
け
で
す
。
で
き
れ
ば
美
術
館
の
中
に
そ
う
い
う
設
備
が

あ
る
の
が
望
ま
し
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
い
ろ
い
ろ

な
事
情
で
現
在
の
場
所
に
な
っ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
し
た

が
っ
て
藝
大
ア
ー
ト
プ
ラ
ザ
は
最
初
は
シ
ョ
ッ
プ
の
構
想
で
、

文
房
具
や
画
材
を
含
め
た
、
学
生
さ
ん
の
必
需
品
か
ら
ア
ー

ト
ま
で
扱
う
シ
ョ
ッ
プ
を
つ
く
る
と
い
う
の
が
初
め
の
ア
イ

デ
ア
だ
っ
た
よ
う
に
私
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
の
間
に
大
学
が
独
立
行
政
法
人
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と

も
あ
り
、
開
か
れ
た
芸
大
を
具
現
化
す
る
目
的
で
、
単
な
る

シ
ョ
ッ
プ
か
ら
現
役
の
先
生
方
や
学
生
さ
ん
の
作
品
を
展

示
・
販
売
す
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
・
シ
ョ
ッ
プ
に
方
向
が
変
わ
り

ま
し
た
。
当
初
、
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
（
建
物
や
内
装
）
の
ほ
う

は
着
々
と
進
ん
で
い
た
の
で
す
が
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
（
作
品
）

を
集
め
る
の
に
苦
労
し
ま
し
た
。
学
校
の
共
同
利
用
施
設
で

す
か
ら
、
ど
ん
ど
ん
作
品
が
集
ま
っ
て
き
て
大
変
に
な
る
ん

で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
が
、
意
外
に
物
が
集
ま

っ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
い
き
さ
つ
が
あ
り
ま
す
。

作
品
が
流
通
す
る
現
場

河
北

藝
大
ア
ー
ト
プ
ラ
ザ
と
ほ
か
の
大
学
の
ユ
ニ
バ
ー
シ

テ
ィ
・
シ
ョ
ッ
プ
と
の
違
い
を
言
い
ま
す
と
、
な
に
よ
り
も

「
芸
術
大
学
」
と
普
通
の
大
学
の
差
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
ア
ー
ト
プ
ラ
ザ
で
扱
っ
て
い
る
の
は
、
単
に
大
学
の
名

前
を
ブ
ラ
ン
ド
名
と
し
て
商
品
を
つ
く
る
と
い
う
の
で
は
な

く
、
作
品
そ
の
も
の
を
展
示
販
売
す
る
と
い
う
意
味
で
、
商

品
構
成
が
ま
る
で
違
い
ま
す
。

三
田
村

ア
ー
ト
プ
ラ
ザ
の
オ
ー
プ
ン
当
初
は
、
社
会
に
問

い
か
け
る
作
品
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
置
け
る
よ
う
な
ギ
ャ
ラ
リ

ー
空
間
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
美
術
学
部
の
先
生
方

が
、
作
家
と
し
て
作
品
を
並
べ
る
こ
と
を
躊
躇
さ
れ
た
の
は
、

そ
の
点
が
大
き
な
問
題
と
し
て
あ
っ
た
と
思
う
の
で
す
。
作

品
を
並
べ
る
と
な
る
と
、
空
間
、
照
明
、
そ
れ
か
ら
周
り
と

の
関
係
ま
で
私
た
ち
は
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
し
て
い
き
ま
す
の
で
、

ど
う
い
う
ふ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
け
る
か
と
い
う
不
安
が
教

員
の
中
に
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

た
だ
オ
ー
プ
ン
し
て
か
ら
は
、
大
学
教
育
の
な
か
で
の
メ

河
北
秀
也
（
か
わ
き
た
・
ひ
で
や
）

教
授
│
美
術
学
部
デ
ザ
イ
ン
科
（
視
覚
・
演
出
）

一
九
四
七
年
福
岡
県
生
ま
れ
。

七
一
年
東
京
芸
術
大
学
美
術
学
部
工
芸
科
ビ
ジ
ュ
ア
ル
デ
ザ
イ
ン
専
攻
卒
業
。

九
二
年
東
北
芸
術
工
科
大
学
デ
ザ
イ
ン
工
学
部
情
報
デ
ザ
イ
ン
学
科
教
授
。

二
〇
〇
三
年
東
京
芸
術
大
学
美
術
学
部
デ
ザ
イ
ン
科
教
授
。

（
〇
五
年
か
ら
藝
大
ア
ー
ト
プ
ラ
ザ
所
長
）

日
本
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー
協
会
会
員
、
日
本
パ
ッ
ケ
ー
ジ
デ
ザ
イ
ン
協
会
会
員
、

日
本
デ
ザ
イ
ン
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
協
会
会
員
、
都
市
環
境
デ
ザ
イ
ン
会
議
会
員
。



G E I D

5

リ
ッ
ト
に
気
づ
か
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
具
体
的
に
言
い
ま

す
と
、
若
手
の
教
員
が
学
生
の
指
導
を
し
な
が
ら
作
品
を
つ

く
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
で
き
上
が
っ
た
も
の
が
、
ア

ー
ト
プ
ラ
ザ
に
展
示
さ
れ
、
お
客
さ
ん
の
手
に
渡
っ
て
い
く

の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
教
育
の
一
貫
と
し
て
で
き
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
作
品
と
い
う
の
は
人
の
手
に
渡
る
こ
と
で
人
の

生
活
を
豊
か
に
し
ま
す
。「
芸
術
経
済
学
」
的
な
学
科
は
芸

大
に
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
教
育
の
現
場
と
し
て
も
ひ
と
つ

有
意
義
な
点
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
ま
す
。

鶴
見

奏
楽
堂
で
行
な
わ
れ
る
演
奏
会
の
チ
ケ
ッ
ト
を
、
公

演
の
二
か
月
前
か
ら
ア
ー
ト
プ
ラ
ザ
で
扱
っ
て
い
る
の
で
す

が
、
と
て
も
よ
く
売
れ
て
い
ま
す
。
学
校
か
ら
委
託
さ
れ
た

チ
ケ
ッ
ト
会
社
と
の
販
売
契
約
に
な
っ
て
い
ま
し
て
、
都
内

に
売
る
場
所
が
何
か
所
か
あ
る
ら
し
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、

非
常
に
反
響
が
い
い
で
す
。

守
山

ア
ー
ト
プ
ラ
ザ
で
奏
楽
堂
の
チ
ケ
ッ
ト
を
扱
っ
て
い

た
だ
け
る
と
い
う
の
は
、
音
楽
学
部
と
し
て
は
と
て
も
あ
り

が
た
い
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
つ
い
最
近
で
は
総
売
上
の
三
○

パ
ー
セ
ン
ト
に
も
達
し
た
チ
ケ
ッ
ト
も
あ
り
ま
し
た
。

鶴
見

こ
れ
は
す
ご
い
と
思
っ
た
の
は
「
藝
大
オ
ペ
ラ
」
で
、

ア
ー
ト
プ
ラ
ザ
の
前
に
お
客
様
方
が
九
時
半
ご
ろ
か
ら
並
ん

で
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
。
初
め
は
何
事
か
と
思
っ
た
ら
、

オ
ペ
ラ
の
切
符
を
お
求
め
に
来
ら
れ
た
。
二
日
間
に
わ
た
る

公
演
で
、
私
ど
も
が
お
預
か
り
し
た
チ
ケ
ッ
ト
が
一
時
間
で

完
売
し
ま
し
た
。
奏
楽
堂
の
チ
ケ
ッ
ト
を
プ
ラ
ザ
で
扱
う
よ

う
に
な
っ
た
の
は
昨
年
の
二
月
か
ら
な
ん
で
す
け
れ
ど
、
割

合
に
大
き
な
売
上
げ
を
占
め
て
お
り
ま
す
。

守
山

そ
う
い
う
売
れ
方
は
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
コ
ン
サ
ー
ト

に
関
し
て
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
、
と
て
も
お
も
し
ろ
い
現

象
だ
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
ク
ラ
シ
ッ
ク
は
ポ
ッ
プ
ス
と

違
い
ま
し
て
、
な
か
な
か
不
特
定
多
数
に
対
し
て
チ
ケ
ッ
ト

を
出
し
て
も
振
り
向
い
て
く
れ
な
い
ん
で
す
ね
。
奏
楽
堂
の

コ
ン
サ
ー
ト
の
チ
ケ
ッ
ト
が
ア
ー
ト
プ
ラ
ザ
で
手
に
入
る
と

い
う
評
判
が
定
着
す
れ
ば
、
も
っ
と
伸
び
て
い
く
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

鶴
見

チ
ケ
ッ
ト
を
お
買
い
上
げ
に
な
ら
れ
る
方
は
音
楽
愛

好
家
で
、
ア
ー
ト
プ
ラ
ザ
に
並
ん
で
い
る
も
の
の
概
ね
は
美

術
愛
好
家
用
な
ん
で
す
よ
。
で
す
か
ら
音
楽
愛
好
家
が
来
ら

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
方
々
が
ま
た
美
術
に
触
れ
る
わ

け
で
す
。
お
客
様
方
が
切
符
を
買
う
た
め
に
必
ず
月
一
回
は

来
ら
れ
る
こ
と
で
、
リ
ピ
ー
ト
ユ
ー
ザ
ー
に
な
る
わ
け
で
す

ね
。

守
山

演
奏
と
い
う
の
は
そ
の
ま
ま
で
は
売
れ
な
い
ん
で
す

ね
、
チ
ケ
ッ
ト
と
い
う
形
で
し
か
売
れ
な
い
。
そ
の
演
奏
の

結
果
は
商
品
に
し
な
い
と
世
の
中
に
出
て
い
か
な
い
ん
で
す

が
、
な
か
な
か
非
商
業
ベ
ー
ス
で
や
っ
て
く
れ
る
と
こ
ろ
は

な
い
ん
で
す
ね
。
学
内
で
も
演
奏
し
た
も
の
を
商
品
化
す
る

部
署
や
、
ま
た
そ
こ
で
つ
く
ら
れ
た
商
品
を
ア
ー
ト
プ
ラ
ザ

で
販
売
で
き
れ
ば
、
も
っ
と
演
奏
そ
の
も
の
が
活
か
さ
れ
る

の
で
は
な
い
か
と
。
芸
大
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
Ｃ
Ｄ
な
ど
、
こ
れ

は
可
能
性
が
な
い
こ
と
は
な
い
で
す
ね
。

三
田
村
有
純
﹇
純
一
﹈（
み
た
む
ら
・
あ
り
す
み
﹇
じ
ゅ
ん
い
ち
﹈）

教
授
│
美
術
学
部
工
芸
科
（
漆
芸
）

一
九
四
九
年
東
京
都
生
ま
れ
。

七
三
年
東
京
学
芸
大
学
美
術
科
工
芸
専
攻
卒
業
。

七
五
年
東
京
芸
術
大
学
大
学
院
美
術
研
究
科
漆
芸
専
攻
修
了
、
七
八
年
同
研
究
室
研
究
生
修
了
／

東
京
芸
術
大
学
美
術
学
部
非
常
勤
講
師
。
九
〇
年
美
術
学
部
工
芸
科
助
手
、
九
四
年
講
師
、

九
九
年
助
教
授
、
二
〇
〇
五
年
教
授
。（
〇
四
年
か
ら
美
術
学
部
国
際
交
流
部
会
長
）。

一
九
九
八
〜
九
九
年
ベ
ル
ギ
ー
王
立
Ｈ.

Ｉ.

Ｆ.

Ａ.

に
客
員
研
究
員
と
し
て
在
籍
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
十
一
か
国
で
漆
の
美
に
つ
い
て
調
査
研
究
。

日
展
評
議
員
、
現
代
工
芸
美
術
家
協
会
評
議
員
、
九
つ
の
音
色
同
人
。

守
山
光
三
（
も
り
や
ま
・
こ
う
ぞ
う
）

教
授
│
音
楽
学
部
器
楽
科
（
ホ
ル
ン
）

一
九
四
四
年
釜
山
市
生
ま
れ
。

六
七
年
東
京
芸
術
大
学
音
楽
学
部
器
楽
科
ホ
ル
ン
専
攻
卒
業
。

六
七
年
旧
西
ド
イ
ツ
・
ベ
ル
リ
ン
音
楽
大
学
入
学
。
七
二
年
同
大
学
卒
業
。

こ
の
間
、
東
京
交
響
楽
団
、
ベ
ル
リ
ン
交
響
楽
団
、
ベ
ル
リ
ン
・
ド
イ
ツ
オ
ペ
ラ
管
弦
楽
団
、

ラ
イ
ン
・
ド
イ
ツ
オ
ペ
ラ
、
ド
ゥ
イ
ス
ブ
ル
ク
交
響
楽
団
、

新
日
本
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
交
響
楽
団
で
演
奏
活
動
。

七
三
年
か
ら
ド
ゥ
イ
ス
ブ
ル
ク
市
立
ニ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ン
音
楽
学
校
講
師
を
兼
務
（
〜
七
八
年
）。

七
九
年
東
京
芸
術
大
学
音
楽
学
部
器
楽
科
非
常
勤
講
師
。

八
七
年
音
楽
学
部
器
楽
科
助
教
授
。
九
九
年
教
授
。

（
二
〇
〇
三
年
東
京
芸
術
大
学
評
議
員
、
〇
四
年
か
ら
教
育
研
究
評
議
会
評
議
員
、
〇
五
年
か
ら
学

長
特
命
）。
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そ
う
す
る
と
美
術
と
音
楽
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
そ
こ

で
可
能
に
な
っ
て
き
ま
す
ね
。
例
え
ば
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
を
美
術

学
部
で
つ
く
っ
て
も
ら
う
、
中
身
は
音
楽
学
部
で
録
音
す
る
。

千
住
キ
ャ
ン
パ
ス
に
す
ば
ら
し
い
録
音
ス
タ
ジ
オ
が
で
き
ま

し
た
の
で
、
そ
れ
を
活
用
す
れ
ば
十
分
可
能
な
ん
で
す
ね
。

あ
と
は
そ
れ
を
商
品
化
し
て
く
れ
る
と
こ
ろ
な
ん
で
す
。

非
常
に
専
門
的
な
著
作
物
が
芸
大
に
は
眠
っ
て
い
る
ん
で

す
。
音
楽
学
部
に
も
美
術
学
部
に
も
。
例
え
ば
オ
ッ
ク
ス
フ

ォ
ー
ド
大
学
は
出
版
局
を
持
っ
て
い
て
、
そ
こ
へ
問
い
合
わ

せ
れ
ば
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
専
門
書
が
す
ぐ
に
届
け
ら
れ
る
ん

で
す
。
非
常
に
専
門
的
な
も
の
に
限
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
最

終
的
に
は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
ま
で
広
が
る
と
お
も
し
ろ
い
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

美
術
学
部
と
音
楽
学
部
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
ト

三
田
村

コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
こ
と
で
言
い
ま
す
と
、

私
個
人
が
こ
こ
で
か
か
わ
っ
た
仕
事
で
は
タ
ク
ト
箱
を
つ
く

り
ま
し
ょ
う
と
い
う
お
話
を
い
た
だ
い
て
、
模
様
と
形
を
す

べ
て
デ
ザ
イ
ン
し
た
ん
で
す
。
音
楽
の
世
界
で
は
、
楽
器
に

は
お
金
を
か
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
で
は
指

揮
者
の
場
合
、
指
揮
棒
を
漆
の
箱
に
入
れ
て
お
持
ち
に
な
れ

ば
と
考
え
た
の
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
今
ま
で
あ
り
そ
う

で
な
か
っ
た
も
の
で
す
ね
。

守
山

あ
の
タ
ク
ト
箱
を
見
た
と
き
に
は
、
瞬
間
胸
が
震
え

ま
し
た
。
三
田
村
先
生
が
音
楽
の
こ
と
を
こ
ん
な
に
思
っ
て

く
だ
さ
っ
て
い
る
ん
だ
と
い
う
、
そ
う
い
う
思
い
も
伝
わ
っ

て
き
ま
す
の
で
。

三
田
村

漆
と
い
う
素
材
と
、
蒔
絵
と
い
う
技
法
は
、
日
本

の
美
術
の
象
徴
で
す
よ
ね
。
こ
の
よ
う
に
今
後
も
美
術
学
部

と
音
楽
学
部
が
コ
ラ
ボ
レ
ー
ト
し
て
、
総
体
的
な
文
化
発
信

が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

河
北

そ
れ
に
芸
大
は
ど
こ
か
閉
鎖
的
で
、
普
通
の
人
は
入

り
に
く
い
感
じ
が
あ
り
ま
し
た
が
、
大
学
美
術
館
が
で
き
て
、

ア
ー
ト
プ
ラ
ザ
が
オ
ー
プ
ン
し
て
、
ず
い
ぶ
ん
開
放
的
に
な

り
ま
し
た
。

鶴
見

最
初
の
う
ち
は
「
こ
こ
は
芸
大
で
す
か
と
」
い
う
質

問
が
お
客
様
か
ら
出
ま
し
た
。「
随
分
斬
新
な
も
の
が
で
き

ま
し
た
ね
」
と
。
そ
れ
か
ら
い
ま
ま
で
開
い
て
な
か
っ
た

「
黒
門
」
が
開
き
ま
し
た
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
も
の
す
ご
く

う
れ
し
い
と
い
う
の
が
、
来
ら
れ
る
方
々
の
最
初
の
感
想
で

す
ね
。
そ
れ
と
や
や
時
間
が
経
っ
て
、
ア
ー
ト
プ
ラ
ザ
の
前

の
庭
を
待
ち
合
わ
せ
場
所
に
な
さ
っ
て
い
る
方
が
多
く
な
っ

て
き
た
。

さ
ら
に
お
も
し
ろ
い
の
は
、
待
ち
合
わ
せ
ス
ポ
ッ
ト
と
い

う
こ
と
で
テ
レ
ビ
の
番
組
に
取
材
さ
れ
る
と
そ
の
日
の
午
後

か
ら
ど
っ
と
来
場
者
が
増
え
る
。
そ
う
い
う
現
象
か
ら
ア
ー

ト
プ
ラ
ザ
に
来
る
と
い
い
作
品
に
出
会
え
る
と
い
う
雰
囲
気

が
出
て
き
た
と
思
う
ん
で
す
。

ま
た
、
昨
年
の
九
月
か
ら
十
月
に
か
け
て
大
学
美
術
館
で

行
わ
れ
た
日
本
と
韓
国
の
漆
の
展
覧
会
と
タ
イ
ア
ッ
プ
す
る

形
で
、
三
田
村
先
生
に
ご
支
援
を
い
た
だ
い
て
研
究
室
単
位

の
「
う
る
し
の
か
た
ち
展
」
を
催
し
ま
し
た
。
大
学
美
術
館

で
は
販
売
し
ま
せ
ん
の
で
、
そ
の
よ
う
な
作
品
を
購
入
で
き

る
と
あ
っ
て
、
非
常
に
好
評
で
し
た
。

河
北

こ
の
た
び
「
藝
大
ア
ー
ト
プ
ラ
ザ
大
賞
」
と
い
う
の

を
や
り
ま
し
た
。
い
ま
ま
で
学
部
の
学
生
の
も
の
は
ア
ー
ト

プ
ラ
ザ
の
商
品
の
対
象
に
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い

た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
審
査
で
入
賞
し
た
作
品
を
置
き

ま
し
た
。
だ
か
ら
少
し
ず
つ
学
生
に
も
裾
野
が
広
が
っ
て
い

く
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

芸
大
文
化
を
享
受
で
き
る
空
間

三
田
村

僕
の
周
り
で
も
、
芸
大
の
中
へ
足
を
踏
み
入
れ
た

こ
と
が
な
い
と
い
う
方
が
多
い
の
で
す
が
、
特
に
奏
楽
堂
や

美
術
館
は
何
か
イ
ベ
ン
ト
が
な
い
か
ぎ
り
入
れ
な
い
気
が
し

ま
す
。
で
も
ア
ー
ト
プ
ラ
ザ
と
い
う
組
織
は
、
大
学
に
来
る

と
い
う
感
じ
で
は
な
く
て
訪
ね
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
で
す

ね
。
な
お
か
つ
大
学
が
ふ
だ
ん
教
育
・
研
究
し
て
い
る
こ
と

を
発
表
で
き
る
、
わ
か
り
や
す
い
組
織
体
で
す
。

実
は
オ
ー
プ
ン
し
て
か
ら
こ
の
一
年
間
、
ど
な
た
も
や
っ

て
い
な
か
っ
た
こ
と
な
の
で
す
が
、
日
ご
ろ
教
育
・
研
究
し

て
い
る
成
果
を
並
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
し
て
、

私
ど
も
の
研
究
室
で
漆
芸
の
教
員
七
人
の
展
覧
会
を
や
り
ま

し
た
。「
う
る
し
の
か
た
ち
展
」
の
こ
と
で
す
。
ア
ー
ト
プ

ラ
ザ
を
展
覧
会
場
に
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
ダ
イ
レ
ク
ト

メ
ー
ル
を
作
り
ま
し
て
会
場
を
貸
し
て
い
た
だ
い
た
ん
で
す
。

そ
の
結
果
ど
う
い
う
こ
と
が
生
ま
れ
た
か
と
い
う
と
、
出
品

し
た
側
と
し
て
非
常
に
嬉
し
か
っ
た
の
は
、
作
品
が
実
に
良

く
見
え
、
評
判
も
良
か
っ
た
こ
と
で
す
。
ア
ー
ト
プ
ラ
ザ
に

は
愛
好
家
グ
ル
ー
プ
が
す
で
に
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

ぐ
ら
い
お
客
様
が
い
ま
す
ね
。
こ
れ
は
や
っ
ぱ
り
一
年
間
の

結
果
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
発
信
す
る
側
の
わ

れ
わ
れ
と
来
場
者
の
方
々
、
そ
れ
を
つ
な
ぐ
Ｂ
ｉ
Ｏ
ｎ
さ
ん

が
共
通
の
価
値
観
を
持
っ
た
組
織
と
し
て
、
い
い
形
で
今
、

成
果
を
結
び
始
め
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
二
つ
提
案
が
あ
る
の
で
す
。
ひ
と
つ
は
芸
大
は
次

の
世
代
を
担
う
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
を
養
成
し
て
い
ま
す
が
、
こ

こ
に
来
ら
れ
る
お
客
様
に
、
こ
の
人
は
将
来
伸
び
る
と
い
う

人
材
を
探
し
て
ほ
し
い
の
で
す
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
ア
ー
ト
プ
ラ
ザ
総
体
を
、
芸
術
文
化
を

享
受
で
き
る
空
間
に
し
て
い
く
べ
き
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ

こ
に
来
た
ら
い
い
音
楽
が
聞
け
て
、
い
い
も
の
も
見
ら
れ
て
、

な
お
か
つ
自
分
が
買
え
る
。
例
え
ば
海
外
旅
行
に
出
る
と
、

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
シ
ョ
ッ
プ
で
ち
ょ
っ
と
し
た
お
土
産
を
必

ず
買
い
ま
す
よ
ね
。
そ
の
ち
ょ
っ
と
し
た
も
の
が
本
物
で
、

こ
れ
か
ら
の
有
望
な
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
も
の
だ
と
な
っ
た
ら

大
変
な
喜
び
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
実
現
す
れ
ば
ア
ー
ト
プ
ラ
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ザ
は
芸
大
の
中
心
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
奏
楽
堂
と
美
術
館

と
は
違
っ
た
意
味
で
、
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
含
め
た
総
体

が
発
表
で
き
る
場
所
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
に
期
待

し
て
い
る
ん
で
す
。

守
山

音
楽
学
部
に
も
若
い
学
生
に
優
秀
な
人
た
ち
が
多
い

ん
で
す
が
商
品
化
さ
れ
な
い
ん
で
す
。
そ
う
い
う
人
た
ち
に

対
し
て
、
ア
ー
ト
プ
ラ
ザ
で
社
会
に
対
し
て
商
品
と
し
て
売

り
出
し
て
い
た
だ
け
る
と
、
新
人
発
掘
の
本
当
に
い
い
場
所

に
な
る
と
思
う
ん
で
す
。
た
だ
、
Ｃ
Ｄ
や
Ｄ
Ｖ
Ｄ
と
い
う
の

は
、
売
り
出
す
た
め
の
作
戦
が
必
要
な
ん
で
す
。
そ
の
た
め

の
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
み
た
い
な
も
の
も
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す

か
ら
、
そ
れ
は
応
用
音
楽
学
や
音
楽
環
境
創
造
科
の
課
題
だ

と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
も
教
育
的
な
価
値
も
出

て
く
る
ん
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

河
北

美
術
学
部
と
音
楽
学
部
が
組
め
ば
い
い
も
の
が
で
き

る
と
思
い
ま
す
よ
。
だ
か
ら
、
こ
れ
か
ら
の
課
題
は
芸
大
の

商
品
企
画
で
す
。

三
田
村

今
ま
で
音
楽
の
ほ
う
で
や
っ
て
い
た
い
ろ
い
ろ
な

取
り
組
み
の
中
で
、
僕
も
三
回
コ
ン
サ
ー
ト
の
ポ
ス
タ
ー
を

つ
く
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
ポ
ス
タ
ー
だ
っ
て
売

る
べ
き
だ
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
…
…
。

守
山

演
奏
会
だ
け
で
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
は
本
当
に
も

っ
た
い
な
い
で
す
。
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
音
楽
会
は
ポ
ス
タ
ー
で

チ
ケ
ッ
ト
が
売
れ
る
こ
と
が
多
い
ん
で
す
よ
。
で
す
か
ら
ポ

ス
タ
ー
の
原
画
を
売
っ
て
い
た
だ
け
る
と
、
非
常
に
お
も
し

ろ
い
な
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
。

三
田
村

東
京
芸
術
大
学
を
社
会
に
対
し
て
き
ち
ん
と
し
た

形
で
ご
理
解
い
た
だ
く
機
関
と
し
て
、
ア
ー
ト
プ
ラ
ザ
は
い

ち
ば
ん
わ
か
り
や
す
い
の
で
す
。
だ
れ
で
も
自
由
に
入
っ
て

来
ら
れ
て
、
だ
れ
で
も
楽
し
め
て
、
芸
術
っ
て
こ
ん
な
に
身

近
で
す
ば
ら
し
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
実
感
し
て
い
た
だ

け
る
場
所
だ
と
思
い
ま
す
。

芸
術
の
発
信
拠
点
と
し
て

鶴
見

ア
ー
ト
プ
ラ
ザ
に
は
海
外
か
ら
お
越
し
の
お
客
様
も

数
パ
ー
セ
ン
ト
ほ
ど
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
最
近
の
例
を
申

し
上
げ
ま
す
と
、
お
年
を
召
し
た
ご
夫
妻
と
お
子
さ
ん
だ
と

思
わ
れ
る
ん
で
す
が
四
人
で
お
見
え
に
な
り
ま
し
て
、
ス
ー

ヴ
ェ
ニ
ー
ル
（
土
産
物
）
を
お
求
め
に
な
ら
れ
た
ん
で
す
。

そ
の
と
き
お
買
い
上
げ
に
な
ら
れ
た
の
が
漆
の
ア
ク
セ
サ
リ

ー
な
ん
で
す
。
そ
の
ほ
か
で
言
え
ば
、
例
え
ば
精
密
複
製
画

の
よ
う
な
も
の
で
す
ね
。
外
国
の
方
が
好
ま
れ
る
の
は
、
い

か
に
も
日
本
で
買
い
求
め
た
に
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
よ
う

な
も
の
な
ん
で
す
。

守
山

逆
に
外
国
に
行
く
と
き
に
、
何
か
芸
大
の
象
徴
的
に

な
る
よ
う
な
も
の
、
シ
ン
ボ
ル
み
た
い
な
も
の
を
持
っ
て
行

き
た
い
と
い
つ
も
思
い
ま
す
ね
。
芸
大
で
つ
く
っ
た
、
芸
大

の
も
の
と
わ
か
る
よ
う
な
お
土
産
が
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。

河
北

そ
の
た
め
に
は
芸
大
の
ロ
ゴ
タ
イ
プ
を
つ
く
ら
な
け

れ
ば
い
け
な
い
で
す
ね
。
芸
大
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
認
め
ら

れ
る
ロ
ゴ
タ
イ
プ
が
決
ま
れ
ば
、
芸
大
の
お
み
や
げ
で
あ
る

と
か
記
念
品
が
開
発
で
き
る
の
で
す
が
。

三
田
村

ロ
ゴ
タ
イ
プ
の
つ
い
た
グ
ッ
ズ
を
、
美
術
と
音
楽

一
緒
に
な
っ
て
売
り
出
す
こ
と
が
で
き
た
ら
、
わ
れ
わ
れ
の

ほ
う
か
ら
も
た
く
さ
ん
提
案
が
で
き
ま
す
。

こ
こ
か
ら
は
無
限
に
芸
術
を
発
信
で
き
ま
す
。
ア
ー
ト
プ

ラ
ザ
に
来
た
ら
、
今
の
芸
術
の
い
ち
ば
ん
す
ぐ
れ
た
部
分
が

見
ら
れ
ま
す
。
芸
術
を
発
信
で
き
る
こ
ん
な
に
優
れ
た
教
員

と
職
員
と
学
生
を
抱
え
て
い
る
大
学
は
世
界
に
な
い
の
で
す
。

そ
れ
を
総
体
で
わ
か
り
や
す
く
発
表
で
き
る
機
関
と
し
て
発

展
さ
せ
て
い
く
つ
も
り
で
す
の
で
学
内
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
方

に
応
援
し
て
い
た
だ
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

鶴
見
俊
一
郎
（
つ
る
み
・
し
ゅ
ん
い
ち
ろ
う
）

株
式
会
社
藝
大
Ｂ
ｉ
Ｏ
ｎ
代
表
取
締
役
社
長

一
九
三
六
年
神
奈
川
県
生
ま
れ
。

六
〇
年
東
京
芸
術
大
学
美
術
学
部
工
芸
科
図
案
計
画
専
攻
卒
業
。

六
〇
年
株
式
会
社
日
立
製
作
所
入
社
。
宣
伝
部
で
広
告
・
宣
伝
活
動
に
従
事
。

七
一
年
同
社
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
事
業
部
で
製
品
企
画
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
を
担
当
。

営
業
を
経
て
七
九
年
Ｏ
Ａ
事
業
部
の
設
立
に
参
画
、
同
事
業
部
シ
ス
テ
ム
部
長
、

パ
ソ
コ
ン
Ｃ
Ａ
Ｄ
設
計
部
長
、
八
七
年
情
報
事
業
本
部
営
業
企
画
部
部
長
、

九
〇
年
株
式
会
社
日
立
ビ
ジ
ネ
ス
機
器
取
締
役
を
歴
任
。

九
三
年
財
団
法
人
鉄
道
総
合
技
術
研
究
所
へ
転
属
。

九
八
年
株
式
会
社
ジ
ェ
イ
ア
ー
ル
総
研
情
報
シ
ス
テ
ム
専
務
取
締
役
。
現
在
同
社
取
締
役
顧
問
。

財
団
法
人
東
京
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
交
響
楽
団
理
事
、
日
本
情
報
処
理
学
会
会
員
。
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GUIDE to GEIDAI ARTPLAZA
教員の手によるオリジナル作品から、アクセサリー、什器、書籍、CDまで、
幅広い品揃えの藝大アートプラザの店内を紹介する。

上：アートプラザ・オリジナルのＴシャツ　右上：大学院生の作品
右中：日比野克彦教授のポスター　右下：東京芸術大学2007カレンダ
ー。柴田是真筆「明治宮殿天井画下絵」 左下：精密複製画（序の舞、
悲母観音）
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右上・右下：ガラス研究室所属教員の作品の数々 左上：米林雄一教授（左）、鶴岡鉦次郎
（右）による金属製のアクセサリーや小物　左下：清水泰博助教授作のアクセサリー（左）、
籔内佐斗司教授作の文鎮（右）

上：三田村有純教授作のロハス持ち歩
き箸「天空」
右：平松保城名誉教授作の指環の数々漆芸研究室教員の手による什器や工芸品
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上：河北秀也教授による「いいちこ」関連の商品や広告
中：吉村順三デザインの椅子　下：徽章があしらわれた
文具

上：教員がかかわったＣＤを揃える　左：専門書、入門書から珍しい海外の写真
集も並ぶ

創立120周年記念のストラップ
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こ
の
ほ
ど
、
藝
大
ア
ー
ト
プ
ラ
ザ
が
オ
ー
プ
ン
か
ら
一
周

年
を
迎
え
ま
し
た
。
学
内
外
の
多
く
の
方
々
に
認
知
さ
れ
、

愛
さ
れ
る
シ
ョ
ッ
プ
と
な
り
ま
し
た
こ
と
に
、
感
慨
深
い
も

の
が
あ
り
ま
す
。

わ
が
校
は
、
伝
統
と
改
革
を
両
輪
と
し
て
、
過
去
か
ら
現

在
へ
と
芸
術
の
様
々
な
分
野
で
多
く
の
人
材
を
輩
出
し
て
き

ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
大
学
教
育
と
芸
術
活
動
の
発
展
の
場

と
し
て
、
奏
楽
堂
、
美
術
館
、
陳
列
館
が
あ
り
ま
す
。
し
か

し
、
大
学
が
法
人
化
さ
れ
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
求
め
ら
れ
る

中
で
、
さ
ら
に
未
来
に
向
か
っ
て
人
材
を
生
み
出
し
て
い
く

に
は
、
多
様
化
し
た
社
会
へ
発
信
す
る
場
が
必
要
で
あ
る
と

感
じ
ま
し
た
。
藝
大
ア
ー
ト
プ
ラ
ザ
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う

な
新
し
い
時
代
に
向
け
た
大
学
シ
ョ
ッ
プ
と
し
て
設
立
さ
れ

た
も
の
で
す
。

し
か
し
オ
ー
プ
ン
へ
の
道
の
り
は
、
け
っ
し
て
平
坦
で
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
平
山
郁
夫
前
学
長
か
ら
多
大
な
お
力

添
え
を
い
た
だ
い
た
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
多
く
の
教
職

員
が
力
を
合
わ
せ
、
学
内
の
設
置
場
所
の
選
定
か
ら
来
館
者

の
流
れ
を
考
慮
し
た
店
舗
や
前
庭
の
設
計
、
仕
入
れ
、
芸
大

ブ
ラ
ン
ド
の
構
築
な
ど
な
ど
、
細
か
な
と
こ
ろ
ま
で
全
国
の

大
学
シ
ョ
ッ
プ
の
ど
こ
に
も
な
い
と
思
わ
れ
る
、
芸
大
な
ら

で
は
の
店
を
オ
ー
プ
ン
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

藝
大
ア
ー
ト
プ
ラ
ザ
が
学
内
外
の
多
く
の
方
に
ご
利
用
い

た
だ
く
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、

芸
大
に
集
う
若
者
た
ち
に
と
っ
て
訪
れ
る
方
々
の
生
の
声
が

聞
け
る
社
会
と
の
接
点
と
な
り
、
ま
た
教
育
の
成
果
を
世
に

問
う
場
所
と
も
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
藝
大

ア
ー
ト
プ
ラ
ザ
が
、「
藝
術
の
道
場
」
あ
る
い
は
「
修
錬
場
」

と
し
て
大
い
に
活
用
さ
れ
れ
ば
よ
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

（
み
や
た
・
り
ょ
う
へ
い
／
東
京
芸
術
大
学
学
長
）

学
長
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

藝
術
の
道
場
と
し
て

宮
田
亮
平

2005年（平成17年）11月に設立された

藝大アートプラザは、東京芸術大学が企画

開発した作品や、教員等が創作した作品、

研究室単位の教育研究成果を、社会に対し

て積極的に発信するとともに、文化芸術を

身近なものにして、心豊かな生活や活力あ

る社会の実現に寄与することを目的にして

いる。

アートプラザでは、現在90名におよぶ作

家による約2500点の作品（商品）を展示販

売するとともに、書籍類約800種類のほか、

CD、DVD、グッズが陳列販売されている。

また大学美術館で開催された展覧会にリン

クした作品の販売や、奏楽堂演奏会入場券

も取り扱っている。

旧芸術資料館へ続く附属図書館1階部分を

改修、芸大教授陣がデザインしたアートプ

ラザの建物は、内装を白で統一し、展示さ

れた創作作品が自然に引き立つ効果を見せ

ている。

2006年（平成18年）までの入館者は約11

万6000人を記録し、開館1周年を経て多く

の反響を呼ぶとともに、芸大の枠を越えた、

上野の観光スポットとなりつつある。

なお、ここには紹介した作品は平成19年1

月のものであって、適宜模様替えが行われ

ている。

設計者　益子義弘（美術学部建築科教授）
清水泰博（美術学部デザイン科助教授）

床面積　223m2

営業時間・お問い合わせ
藝大アートプラザ／株式会社藝大BiOn（ビオン）
Open：4月～11月10:00～18:00／

12月～3月　10:00～17:30
Close：月曜日、夏季休業日、年末年始ほか
Tel  050-5525-2102

1個200円の“ガチャガチャ”。
「石膏デッサン入門」
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史
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芸
大
は
、
か
つ
て
美
校
・
音
校
と
呼
ば
れ

て
い
た
。
東
京
美
術
学
校
、
東
京
音
楽
学
校

だ
。
そ
う
い
う
長
い
歴
史
を
実
感
し
た
か
っ

た
ら
、「
赤
レ
ン
ガ
」
の
前
に
立
つ
の
が
よ

い
。赤

レ
ン
ガ
は
、
音
楽
学
部
の
守
衛
所
の
裏

手
に
あ
る
。
名
前
の
通
り
、
赤
い
レ
ン
ガ
の

建
物
だ
。
こ
の
建
物
が
で
き
た
の
は
、
一
八

八
〇
年
（
明
治
十
三
年
）
の
こ
と
。
今
か
ら

一
二
〇
年
以
上
も
昔
だ
。

は
じ
め
赤
レ
ン
ガ
は
、
現
在
の
科
学
博
物

館
の
前
身
で
あ
る
、
教
育
博
物
館
書
籍
閲
覧

所
と
し
て
作
ら
れ
た
。
か
つ
て
は
森
　
外
や

樋
口
一
葉
も
通
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
後
は
、

美
校
の
書
庫
、
電
話
交
換
所
、
ま
た
芸
大
生

の
体
育
館
、
さ
ら
に
は
ア
ト
リ
エ
と
し
て
、

多
彩
な
時
を
送
っ
て
き
た
。
ま
さ
に
芸
大
の

歴
史
の
目
撃
者
、
生
き
証
人
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
こ
の
建
物
は
、
芸
大
と
そ
の
前

身
で
あ
る
美
校
、
音
校
よ
り
も
古
い
。
東
京

芸
術
大
学
は
、
今
年
、
創
立
一
二
〇
周
年
を

迎
え
る
が
、
赤
レ
ン
ガ
は
す
で
に
数
年
前
に

一
二
〇
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
て
い
た
。

二
〇
〇
五
年
に
は
耐
震
工
事
も
終
え
、
新

し
く
生
ま
れ
変
わ
っ
た
。
こ
こ
は
今
も
廃
墟

で
は
な
く
、
現
役
の
建
物
と
し
て
機
能
し
て

い
る
。

赤
レ
ン
ガ
の
赤
色
は
、
ど
ん
な
赤
か
。
そ

れ
は
ご
自
身
の
肉
眼
で
確
か
め
て
ほ
し
い
。

こ
の
建
物
の
前
に
は
イ
チ
ョ
ウ
の
大
木
が
あ

る
。
秋
に
は
葉
が
黄
色
に
染
ま
る
。
ま
た
横

に
は
ハ
ゼ
の
大
木
も
あ
る
。
こ
ち
ら
は
赤
く

紅
葉
す
る
。
も
ち
ろ
ん
春
と
夏
は
緑
色
の
葉

が
繁
り
、
冬
に
は
枝
の
シ
ル
エ
ッ
ト
が
赤
レ

歴史ゆかしい「上野」という場所に校地を構え、

明治以来の伝統を誇る芸大の隠れた「名所」を

毎回テーマを変えて紹介する。

－上野の杜のキャンパスガイド－

第6回★赤レンガ館

布
施
英
利

赤レンガ1号館の2階は、現在会議室とし
て利用されている

赤レンガ1号館の外観



●赤レンガ1号館 

●赤レンガ2号館 

大学会館 
不忍荘 

管理棟 

テニスコート 

グランド 

附属音楽高等学校 

音楽学部4号館 
音楽学部3号館 

音楽学部1号館 

音楽学部5号館 

音楽学部2号館 桜木町 

音楽学部練習ホール館 

奏楽堂 

S=1/1,500
0 10 20 50 100M
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ン
ガ
の
壁
を
横
切
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
色
と
の

コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
美
し
い
。

芸
大
の
片
隅
に
あ
る
タ
イ
ム
マ
シ
ン
の
よ

う
な
赤
レ
ン
ガ
。
そ
し
て
今
を
生
き
る
赤
レ

ン
ガ
。

こ
れ
ぞ
芸
大
の
大
切
な
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
。

（
ふ
せ
・
ひ
で
と
／
美
術
学
部
助
教
授
美
術

解
剖
学
研
究
室
）

赤レンガ2号館の外観
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校
側
は
、
ひ
た
す
ら
波
風
が
立
た
ぬ
よ
う
神
経
を
と
が
ら
せ
た

の
で
あ
ろ
う
。
実
際
そ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
当
時
の
学
校

が
毎
年
作
成
し
て
い
た
公
文
書
『
東
京
音
樂
學
校
學
事
年
報
』

は
、
今
日
で
は
同
校
史
と
と
も
に
語
ら
れ
る
《
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
》

に
つ
い
て
、
い
っ
さ
い
記
載
し
て
い
な
い
。

書
割
り
は
「
近
代
日
本
洋
画
界
の
父
」
と
称
さ
れ
る
山
本
芳

翠
を
中
心
に
岡
田
三
郎
助
や
藤
島
武
二
ら
が
無
報
酬
で
連
日
上

野
に
通
っ
て
仕
上
げ
、「
非
常
に
意
匠
を
凝
ら
し
幽
界
場
な
ど

人
目
を
驚
か
す
も
の
あ
り
た
り
」（
東
儀
、
前
出
）
と
評
さ
れ

た
。
訳
詞
は
ワ
グ
ネ
ル
会
の
若
者
四
人
、
石
倉
小
三
郎
、
吉
田

豊
吉
、
近
藤
逸
五
郎
（
ペ
ン
ネ
ー
ム
近
藤
朔
風
）、
乙
骨

お
つ
こ
つ

三
郎
。

史
上
重
要
な
作
品
で
あ
り
、
主
要
な
役
は
女
声
が
三
人
揃
え
ば

で
き
る
。
三
十
六
年
の
本
科
三
年
に
は
七
月
に
卒
業
を
控
え
た

吉
川

き
つ
か
わ

や
ま
（
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
役
）
と
宮
脇
せ
ん
（
ア
モ
ォ
ル
役
）

が
お
り
、
二
人
は
前
年
の
演
奏
会
で
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
の
重

唱
経
験
も
あ
っ
た
。
ま
た
二
年
生
に
は
す
で
に
頭
角
を
あ
ら
わ

し
て
い
た
柴
田
環
（
百
合
姫
役
、
の
ち
の
三
浦
環た

ま
き

）
が
い
た
。

さ
ら
に
上
演
を
決
定
的
に
後
押
し
し
た
の
は
費
用
の
目
途
で

あ
る
。
歌
劇
研
究
会
員
の
な
か
に
当
日
は
合
唱
で
出
演
し
た
本

科
器
楽
部
の
渡
部

わ
た
な
べ

康
三

や
す
ぞ
う

が
い
た
が
、
彼
の
十
八
歳
年
長
の
兄
、

朔さ
く

（
大
地
主
で
ガ
ス
会
社
重
役
）
が
卒
業
祝
い
に
と
現
在
の
約

四
百
万
か
ら
五
百
万
円
に
相
当
す
る
一
千
円
を
寄
付
。「
我
国

人
の
オ
ペ
ラ
会
は
殆
ど
今
回
を
以
て
始
め
と
す
べ
し
」（
東
儀

鐵
笛

て
つ
て
き

『
讀
賣
新
聞
』
明
治
三
十
六
年
七
月
二
十
五
日
）
と
記
さ

れ
、
日
本
人
に
よ
る
初
の
オ
ペ
ラ
上
演
と
い
う
金
字
塔
を
打
ち

立
て
た
初
代
《
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
》
は
、
今
で
い
う
民
間
の
助
成

に
よ
っ
て
実
現
し
た
の
で
あ
る
。

音
楽
学
校
生
が
出
演
す
る
初
め
て
づ
く
し
の
オ
ペ
ラ
上
演
に

対
し
て
、
学
校
側
は
学
校
主
催
の
事
業
と
す
る
に
は
時
期
尚
早

と
判
断
し
、
夏
期
休
暇
中
の
生
徒
の
自
主
公
演
と
す
る
こ
と
で
、

六
月
三
日
に
校
舎
と
奏
楽
堂
使
用
を
正
式
に
許
可
し
た
。
す
な

わ
ち
主
催
は
歌
劇
研
究
会
、
出
演
は
生
徒
有
志
。
教
師
も
個
人

的
な
協
力
と
し
、
講
師
の
ノ
エ
ル
・
ペ
リ
ー
が
指
揮
と
演
出
、

ラ
フ
ァ
エ
ル
・
フ
ォ
ン
・
ケ
ー
ベ
ル
が
ピ
ア
ノ
伴
奏
を
手
伝
っ

た
。
日
本
人
教
師
は
誰
一
人
、
ま
た
お
雇
い
外
国
人
教
師
の
ア

ウ
グ
ス
ト
・
ユ
ン
ケ
ル
や
ヘ
ル
マ
ン
・
ハ
イ
ド
リ
ッ
ヒ
も
加
わ

ら
な
か
っ
た
。
創
立
以
来
、
唯
一
の
官
立
の
男
女
共
学
専
門
学

校
と
し
て
何
か
と
好
奇
の
目
に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
東
京
音
楽
学

上
野
の
杜
の
《
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
》
三
代

平
成
十
七
（
二
〇
〇
五
）
年
九
月
、
森
　
外
訳
の
文
語
台
本

に
よ
る
グ
ル
ッ
ク
作
曲
《
オ
ル
フ
エ
ウ
ス
》
の
公
演
が
、
東
京

芸
術
大
学
奏
楽
堂
に
お
い
て
二
日
間
行
わ
れ
た
。
主
催
は
演
奏

芸
術
セ
ン
タ
ー
と
音
楽
学
部
で
あ
っ
た
。
大
学
の
百
二
十
年
間

で
、
三
度
目
の
公
演
で
あ
る
。
二
度
目
は
昭
和
六
十
二
（
一
九

八
七
）
年
十
月
、
創
立
百
周
年
記
念
演
奏
会
と
し
て
、
上
野
公

園
に
移
築
さ
れ
て
半
年
後
の
「
旧
東
京
音
楽
学
校
奏
楽
堂
」
で

行
わ
れ
た
《
オ
ル
フ
ェ
オ
と
エ
ウ
リ
デ
ィ
ー
チ
ェ
》。
中
山
悌

一
訳
、
三
林
輝
夫
補
訳
の
口
語
台
本
に
よ
り
、
四
日
間
の
公
演

は
ダ
ブ
ル
キ
ャ
ス
ト
で
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
最
初
が
、
今
か
ら

百
年
以
上
前
の
明
治
三
十
六
（
一
九
〇
三
）
年
七
月
二
十
三
日

に
、
東
京
音
楽
学
校
の
奏
楽
堂
で
本
邦
初
演
さ
れ
た
《
オ
ル
フ

ォ
イ
ス
》
で
あ
る
。

初
め
て
づ
く
し
の
《
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
》

《
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
》
上
演
は
、
た
び
た
び
紹
介
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
明
治
二
十
七
年
に
在
日
外
国
人
に
よ
っ
て
グ
ノ
ー
の

《
フ
ァ
ウ
ス
ト
》
が
上
演
さ
れ
た
影
響
や
、
三
十
五
年
頃
に
文

学
者
の
間
か
ら
起
こ
っ
た
ヴ
ァ
グ
ナ
ー
・
ブ
ー
ム
が
帝
国
大
学

や
東
京
音
楽
学
校
に
波
及
し
、
本
格
的
な
オ
ペ
ラ
上
演
へ
の
希

求
が
高
ま
り
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
明
治
三
十
二
年
入
学
生

（
当
時
の
予
科
と
本
科
は
九
月
始
業
、
七
月
終
業
）
を
中
心
に
、

有
志
の
同
好
会
「
歌
劇
研
究
会
」
が
結
成
さ
れ
た
。
音
楽
学
校

講
師
ノ
エ
ル
・
ペ
リ
ー
の
指
導
で
、
ヴ
ァ
グ
ナ
ー
は
難
し
す
ぎ

る
が
グ
ル
ッ
ク
の
《
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
》
な
ら
と
決
定
。
オ
ペ
ラ

第
四
回

歌
劇
《
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
》

上
演

橋
本
久
美
子

グ
ル
ッ
ク
作
曲
の
オ
ペ
ラ
《
オ
ル
フ
ェ
オ
と

エ
ウ
リ
デ
ィ
ー
チ
ェ
》
は
芸
大
に
ゆ
か
り
が
深
い
。

冥
府
を
巡
る
神
話
劇
は
、
明
治
・
昭
和
・
平
成
と

時
代
ご
と
に
ど
の
よ
う
に
演
じ
ら
れ
た
か
。

明治36年の《オルフォイス》公演時の関係者集合写真　中央の木の左側
が山本芳翠　東京芸術大学附属図書館所蔵　撮影／小川一眞

明治36年7月23日の《オルフォイス》
左から吉川やま、柴田環、宮脇せん
東京芸術大学附属図書館所蔵　撮
影／小川一眞
（記念写真帖『オルフォイス　演奏紀
念』には、これら2枚以外にも舞台
写真や関係者一人一人の顔写真など
がおさめられている。写真帖の原本
は財団法人日本近代音楽館所蔵　大
学附属図書館に複製版所蔵）



の
高た

か

嶺ね

」
で
始
ま
る
《
領
巾
麾
嶺
》、
す
な
わ
ち
万
葉
集
に
も

詠
ま
れ
た
、
大
伴
連
狭
手
彦

お
お
と
も
の
む
ら
じ
さ
で
ひ
こ

が
任
那
へ
出
発
す
る
の
を
見
送
る

佐
用

さ

よ

姫ひ
め

が
描
か
れ
る
。
ラ
イ
ン
川
で
は
な
く
松
浦
の
浜
で
あ
り
、

船
人
を
誘
惑
し
て
命
を
奪
う
妖
精
で
は
な
く
、
出
帆
す
る
夫
に

鏡
山
の
頂
上
か
ら
領
巾

ひ

れ

を
振
る
妻
で
あ
る
。
そ
し
て
《
ア
ヴ

ェ
・
ヴ
ェ
ル
ム
・
コ
ル
プ
ス
》。
今
で
は
原
語
で
歌
わ
れ
る
こ

と
が
多
い
が
、《
此
御
山
》
は
「
天
地

あ
め
つ
ち

ひ
ら
け
し
わ
が
世
の
は

し
め
ゆ
　
た
か
く
も
た
ふ
と
き
富
士
の
神
山

か
み
や
ま

」。「
ま
こ
と
の

ヴ

ェ

ル

ム

・

御
体

コ
ル
プ
ス

」
は
、
日
本
的
な
御
神
体
と
も
い
う
べ
き
富
士
山
に
置
き

換
わ
る
。《
流
浪
の
民
》（
石
倉
小
三
郎
訳
）
や
《
ロ
ー
レ
ラ
イ
》

（
近
藤
朔
風
訳
）
な
ど
の
名
訳
が
生
ま
れ
、
作
歌
か
ら
訳
詞
へ

世
代
交
代
し
て
い
く
の
は
明
治
四
十
年
頃
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
洋
楽
導
入
と
育
成
の
中
心
的
役
割
を
果
た
し

た
音
楽
学
校
と
い
え
ど
も
、
教
育
的
な

、
、
、
、

歌
詞
に
作
り
直
し
て
歌

わ
せ
た
時
代
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
《
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
》
で
、
衣

装
を
付
け
化
粧
し
た
男
女
生
徒
が
同
じ
舞
台
に
登
場
し
、
愛
の

歌
を
そ
の
ま
ま
訳
詞
で
お
披
露
目
し
た
大
胆
さ
は
突
出
し
た
も

の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
明
治
の
音
楽
学
校
の
演
奏
現
場
に
照
ら

し
て
も
時
代
感
覚
に
照
ら
し
て
も
、
オ
ペ
ラ
上
演
の
機
が
熟
し

て
い
た
と
は
言
い
難
い
。
昭
和
の
オ
ル
フ
ェ
オ
と
平
成
の
オ
ル

フ
エ
ウ
ス
の
与
り
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
が
。

そ
の
後
の
東
京
音
楽
学
校
で
は
昭
和
七
年
に
ク
ラ
ウ
ス
・
プ

リ
ン
グ
ス
ハ
イ
ム
の
演
出
と
指
導
に
よ
り
、
ク
ル
ト
・
ワ
イ
ル

作
曲
の
学
校
オ
ペ
ラ
《
ヤ
ー
ザ
ー
ゲ
ル
》
が
上
演
さ
れ
た
の
み

で
あ
る
。
五
十
三
年
後
の
昭
和
三
十
一
年
四
月
の
《
椿
姫
》
上

演
で
、
よ
う
や
く
オ
ペ
ラ
が
復
活
し
て
オ
ペ
ラ
定
期
の
第
一
回

と
な
り
、
平
成
十
八
年
度
に
は
そ
の
オ
ペ
ラ
公
演
は
第
五
十
二

回
を
迎
え
た
。

（
は
し
も
と
・
く
み
こ
／
音
楽
学
部
講
師
）
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次
号
は
「
東
京
芸
大
創
立
一
二
〇
周
年
記
念
特
集
」
の
た
め
〈
上
野
の
杜
の
波
瀾
万
丈
〉
は

休
載
い
た
し
ま
す
。
第
十
六
号
を
お
楽
し
み
に
お
待
ち
く
だ
さ
い
。

次
号
予
告

台
を
同
じ
う

、
、
、
、
、

す
る
こ
と
が
問
題
で
あ
っ
た
。
明
治
の
社
会
通
念

の
中
で
洋
楽
を
導
入
し
た
音
楽
学
校
が
、
教
育
や
演
奏
に
さ
い

し
て
い
か
に
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
い
た
か
、
当
時
の
「
作
歌
」

の
習
わ
し
が
そ
れ
を
伝
え
て
い
る
。

《
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
》
と
作
歌
の
時
代

東
京
音
楽
学
校
の
定
期
演
奏
会
は
明
治
三
十
一
年
十
二
月
に

第
一
回
が
始
ま
り
、
三
十
六
年
頃
に
は
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
の
《
未

完
成
交
響
曲
》
や
ヴ
ァ
グ
ナ
ー
の
《
タ
ン
ホ
イ
ザ
ー
行
進
曲
》

（
当
時
の
タ
イ
ト
ル
は
「
聖
壽
無
窮
」）
を
演
奏
す
る
ま
で
に
な

っ
て
い
た
が
、
歌
わ
れ
る
歌
詞
は
、
原
語
で
も
訳
詞
で
も
な
く

「
作
歌
」、
す
な
わ
ち
忠
君
愛
国
、
花
鳥
風
月
と
い
っ
た
日
本
的

な
脈
絡
で
新
た
に
作
ら
れ
た
詞
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
は
原
語
で

の
演
奏
が
困
難
で
あ
る
こ
と
以
外
に
、
教
育
上
な
い
し
風
紀
上

の
理
由
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
合
唱
で
は
明
治
三
十
二
年
五
月
に
シ
ュ
ー
マ
ン
作

曲
、
鳥
居
忱

ま
こ
と

作
歌
《
薩さ

つ

摩ま

潟が
た

》、
三
十
六
年
三
月
に
ジ
ル
ヒ
ャ

ー
作
曲
、
鳥
居
忱
作
歌
《
領
巾

ひ

れ

麾
嶺

ふ
る
や
ま

》、
三
十
六
年
五
月
に
は

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
作
曲
、
旗
野
十
一
郎

た
り
ひ
こ
＊

作
歌
《
此こ

の

御み

山や
ま

》
が
歌
わ

れ
て
い
る
。《
薩
摩
潟
》
は
現
在
の
《
流
浪
の
民
》、《
領
巾
麾

嶺
》
は
《
ロ
ー
レ
ラ
イ
》、《
此
御
山
》
は
《
ア
ヴ
ェ
・
ヴ
ェ
ル

ム
・
コ
ル
プ
ス
》
で
あ
る
。（
＊
東
京
音
楽
学
校
に
提
出
さ
れ
た
旗
野

の
履
歴
書
に
は
十
一
郎
に
「
タ
リ
ヒ
コ
」
と
フ
リ
ガ
ナ
が
あ
る
。
ま
た

「
と
り
ひ
こ
」
の
読
み
も
知
ら
れ
る
が
、
郷
土
で
発
行
さ
れ
た
『
越
佐
人
名

辞
書
』（
昭
和
十
四
年
）、『
越
佐
人
物
誌
』（
昭
和
四
十
七
年
）、『
近
代
安

田
人
物
史
』（
昭
和
六
十
年
）
で
は
「
じ
ゅ
う
い
ち
ろ
う
」
で
あ
る
。）

ま
ず
、
ジ
プ
シ
ー
の
男
女
が
一
夜
の
宴
で
歌
い
踊
る
様
子
を

描
い
た
《
流
浪
の
民
》
は
、《
薩
摩
潟
》
と
題
す
る
西
郷
隆
盛

と
僧
、
月
照
の
史
話
と
な
り
、
同
校
レ
パ
ー
ト
リ
ー
の
「
名
物
」

と
評
さ
れ
た
。
タ
イ
ト
ル
も
内
容
も
風
教
上
善
良
な
る
曲
に
生

ま
れ
変
わ
り
、
歌
い
出
し
は
「
天あ

晴は

れ
天
晴
れ
正
義
の
士
」。

次
に
《
ロ
ー
レ
ラ
イ
》。
今
日
「
な
じ
か
は
し
ら
ね
ど
」
の
名

訳
で
知
ら
れ
る
ハ
イ
ネ
の
詩
は
、
当
時
は
「
松ま

つ

浦ら

の
濱は

ま

崎さ
き

磯

石
倉
、
乙
骨
は
の
ち
に
東
京
音
楽
学
校
の
教
壇
に
も
立
つ
人
々

で
あ
り
、
近
藤
は
東
京
音
楽
学
校
で
声
楽
を
学
ん
だ
。
演
奏
評

は
歴
史
的
な
出
来
事
に
賛
辞
を
惜
し
ま
ず
、
所
作
や
化
粧
の
稚

拙
さ
を
指
摘
し
な
が
ら
も
「
先
づ
成
功
と
称
し
て
可
な
る
べ
し
」

（『
帝
國
文
學
』
明
治
三
十
六
年
九
月
）
と
次
回
に
期
待
を
寄
せ

て
い
る
。

《
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
》
再
演
中
止
と
風
紀
問
題

翌
三
十
七
年
六
月
の
第
十
回
定
期
演
奏
会
に
お
い
て
、
ユ
ン

ケ
ル
指
揮
に
よ
り
《
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
》
か
ら
の
抜
粋
が
演
奏
さ

れ
た
。
柴
田
環
と
吉
川
や
ま
の
独
唱
付
の
合
唱
、
オ
ル
ガ
ン
お

よ
び
ピ
ア
ノ
伴
奏
で
あ
っ
た
。「
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
の
合
唱
は
一

時
間
半
位
に
渡
る
大
合
唱
で
是
れ
が
当
日
の
大
呼
物
丈
に
又
一

し
ほ
面
白
く
…
（
中
略
）
…
柴
田
環
の
百
合
姫
、
吉
川
の
オ
ル

フ
ォ
イ
ス
音
調
麗
明
室
内
の
紳
士
淑
女
恍
惚
殆
ど
天
界
に
遊
ぶ

の
感
あ
ら
し
め
た
」（『
音
樂
之
友
』
明
治
三
十
七
年
六
月
）
と

大
層
な
褒
め
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
明
治
四
十
一
年
の
再
演
計

画
は
、
三
十
九
年
に
文
部
省
か
ら
「
学
生
生
徒
ノ
風
紀
振
粛
ニ

関
ス
ル
件
」
が
全
国
の
大
学
や
専
門
学
校
に
通
達
さ
れ
た
後
で

も
あ
り
、
中
止
と
な
っ
た
。
オ
ペ
ラ
と
し
て
は
風
紀
上
な
ん
ら

問
題
の
な
い
《
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
》
で
も
、「
男
女
七
歳
に
し
て

席
を
同
じ
う
せ
ず
」
の
時
代
に
は
、
そ
も
そ
も
男
女
生
徒
が
舞、

森　外訳《オルフエウス》平成17年9月18日　於／
東京芸術大学奏楽堂　左からエウリヂケ：佐々木
典子、アオモル：山口清子、オルフェウス：寺谷
千枝子　東京芸術大学演奏芸術センター所蔵

《オルフェオとエウリディーチェ》昭和62年10月9
日　創立百周年記念演奏会　オルフェオ：木村宏
子、エウリディーチェ：大沼美恵子、アモーレ：
西野薫　於／旧東京音楽学校奏楽堂　撮影／今畠
中親雄
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芸
大
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
エ
ク
ス
プ
レ
ス
は
二
〇
〇
四
年
度
、
現
在
四

年
生
の
声
楽
科
学
生
を
中
心
に
作
ら
れ
た
、
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
公
演
を

行
う
こ
と
を
目
的
に
発
足
し
た
サ
ー
ク
ル
で
す
。

卒
業
後
の
進
路
に
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
の
世
界
を
選
ぶ
学
生
は
多
い
の

に
、
学
内
で
は
あ
ま
り
接
す
る
機
会
が
な
い
と
い
う
実
情
か
ら
「
サ

ー
ク
ル
を
作
り
、
定
期
的
に
公
演
し
て
い
く
こ
と
で
学
内
に
ミ
ュ
ー

ジ
カ
ル
を
定
着
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」「
学

生
が
舞
台
で
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
分
野
を
受
け
持
つ
こ
と
で
、
ミ
ュ
ー

ジ
カ
ル
へ
の
興
味
の
糸
口
と
な
る
よ
う
な
魅
力
あ
る
舞
台
を
作
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
思
い
、
活
動
し
て
ま
い
り

ク
ラ
ブ
・

サ
ー
ク
ル

訪
問

ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
へ
の
興
味
の
糸
口
と
な
る
よ
う
な

魅
力
あ
る
舞
台
上
演
を
め
ざ
し
て
発
足
し
た
「
芸
大
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
エ
ク
ス
プ
レ
ス
」。

卒
業
後
の
進
路
も
真
剣
に
模
索
し
な
が
ら
活
動
す
る
、
ま
だ
若
い
サ
ー
ク
ル
の

今
後
の
展
望
を
設
立
メ
ン
バ
ー
た
ち
が
語
る
。

芸
大
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル

エ
ク
ス
プ
レ
ス

刺
激
の〝
場
〞

大
音
絵
莉

第5回
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練習風景
公演前のリハーサルと舞台裏

ま
し
た
。

初
年
度
の
芸
祭
に
お
け
る
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
伴
奏
の
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル

ガ
ラ
を
始
め
、
翌
年
四
月
に
は
シ
ン
セ
サ
イ
ザ
ー
と
パ
ー
カ
ッ
シ
ョ

ン
に
よ
る
新
歓
ガ
ラ
、
十
一
月
に
は
外
部
か
ら
の
要
請
で
オ
リ
ジ
ナ

ル
の
脚
本
に
よ
る
子
供
向
け
音
楽
劇
の
公
演
を
行
い
、
二
〇
〇
六
年

六
月
に
は
器
楽
専
攻
で
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
を
ぜ
ひ
演
奏
し
た
い
と
い
う

有
志
の
学
生
の
協
力
を
得
て
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
伴
奏
で
一
本
の
ミ
ュ

ー
ジ
カ
ル
作
品
を
通
し
て
上
演
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

設
立
に
携
わ
っ
た
メ
ン
バ
ー
で
こ
れ
ま
で
の
歩
み
と
こ
れ
か
ら
の

展
望
を
語
り
合
っ
て
み
ま
し
た
。

久
保
田

入
学
当
初
は
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
伝
統
あ
る
芸
大
に
、
ミ
ュ
ー

ジ
カ
ル
に
興
味
が
あ
る
人
が
い
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
よ
ね
。

山
田

う
ん
、
入
学
し
て
半
年
く
ら
い
し
て
、
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
で
活

動
し
た
い
器
楽
科
や
作
曲
科
が
い
た
り
す
る
こ
と
を
知
っ
た
か
な
。

飯
田

声
楽
科
に
は
初
め
か
ら
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
が
や
り
た
く
て
歌
を

始
め
た
人
も
い
た
ね
。
そ
れ
で
仲
間
同
士
、
情
報
交
換
し
た
り
、
お

互
い
の
刺
激
に
な
る
場
が
あ
っ
た
ら
い
い
な
ぁ
と
集
ま
り
だ
し
て
…
。

大
音

私
は
そ
れ
ま
で
は
あ
ま
り
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
の
こ
と
を
知
ら
な

か
っ
た
け
ど
、
舞
台
で
の
生
き
生
き
し
て
る
姿
に
胸
を
打
た
れ
て
参

加
し
て
…
…
実
際
に
一
緒
に
活
動
し
て
み
て
、
演
奏
会
の
企
画
や
制

作
、
稽
古
な
ど
も
模
索
し
な
が
ら
だ
け
ど
勉
強
に
な
っ
た
と
思
う
。

飯
田

公
演
前
な
ど
に
先
輩
の
紹
介
で
プ
ロ
の
劇
団
の
方
か
ら
も
ア

ド
バ
イ
ス
い
た
だ
け
る
の
も
大
き
い
ね
。
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
へ
の
進
路

を
よ
り
具
体
的
に
考
え
ら
れ
る
し
。

大
音

今
後
も
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
ジ
ャ
ン
ル
に
興
味
あ
る
人
、
真
剣
に

仕
事
に
し
た
い
人
の
パ
ワ
ー
を
発
揮
で
き
る
場
と
し
て
、
校
外
に
も

活
動
を
広
げ
ら
れ
る
と
い
い
ね
。

久
保
田

う
ん
。
美
術
、
演
出
、
企
画
、
演
奏
、
Ｐ
Ａ
な
ど
で
も
仲

間
を
増
や
し
て
い
こ
う
ね
！（

お
お
と
・
え
り
／
音
楽
学
部
声
楽
科
四
年
）
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芸
大
の
伝
統
と
底
力

鈴
木

芸
大
の
教
壇
に
立
っ
た
の
は
、
二
〇
〇
五
年
に

「
先
端
」
の
授
業
に
ゲ
ス
ト
で
呼
ん
で
も
ら
っ
た
の
が
初
め

て
で
し
た
。
そ
れ
ま
で
芸
大
に
対
し
て
は
、
写
真
セ
ン
タ

ー
で
定
期
的
に
魅
力
あ
る
講
演
会
や
企
画
が
組
ま
れ
て
い

た
の
で
、「
写
真
に
熱
心
」
と
い
う
印
象
を
持
っ
て
い
ま
し

た
。僕

自
身
は
、「
先
端
」
は
多
様
な
メ
デ
ィ
ア
を
表
現
に
用

い
て
い
こ
う
と
す
る
学
科
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、

そ
の
中
で
写
真
を
使
っ
て
制
作
す
る
人
の
た
め
に
呼
ば
れ

た
と
感
じ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
写
真
に
特
化
し
て
教
え
て

い
く
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
美
術
の
枠
の
中
で
の
写

真
が
他
の
表
現
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
か

を
考
え
る
機
会
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

写
真
と
美
術
の
境
界
線
は
も
は
や
重
要
で
は
な
く
、
絵
画

や
版
画
な
ど
の
平
面
芸
術
の
ひ
と
つ
と
考
え
て
も
お
か
し

く
な
い
と
思
う
の
で
す
。

先
日
、
Ｉ
Ｍ
Ａ
演
習
と
い
う
授
業
で
「
フ
ォ
ト
グ
ラ
ム
」

と
い
う
手
法
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。
フ
ォ
ト
グ
ラ
ム
と
い

う
の
は
、
印
画
紙
の
上
に
直
接
物
体
を
置
い
て
、
光
を
当

て
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
影
を
写
し
取
る
と
い
う
技
法
で

す
。
授
業
で
は
時
間
や
（
空
間
）
を
画
面
に
織
り
込
ん
で

ゆ
く
作
業
を
二
日
続
け
て
行
い
ま
し
た
。
一
日
目
は
初
め

て
の
経
験
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
勘
所
が
つ
か
め
ず
、
ず

い
ぶ
ん
と
悪
戦
苦
闘
し
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
二
日
目
に

な
る
と
、
光
の
量
を
加
減
す
る
こ
と
で
陰
影
の
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
が
で
き
る
こ
と
が
理
解
で
き
て
、
仕
上
が
っ
た
も
の

も
か
な
り
お
も
し
ろ
く
な
り
ま
し
た
。
皆
そ
れ
ぞ
れ
に
個

性
あ
る
作
品
と
な
っ
て
い
て
、
芸
大
生
に
は
底
力
と
い
う

か
潜
在
的
な
意
識
の
高
さ
が
あ
る
の
だ
ろ
う
な
と
感
じ
ま

し
た
。

大
橋

芸
大
に
は
一
九
九
八
年
に
、
花
柳

は
な
や
ぎ

寛ひ
ろ
し

（
芳
次
郎
）

先
生
が
講
師
を
辞
め
る
の
に
あ
た
り
、
非
常
勤
講
師
と
い

う
形
で
教
え
る
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
自
分
の
弟
子

は
教
え
て
い
ま
し
て
も
学
校
で
教
え
る
の
は
初
め
て
の
体

験
で
し
た
が
、
母
が
日
本
大
学
芸
術
学
部
の
舞
踊
コ
ー
ス

で
創
作
部
門
を
教
え
る
こ
と
を
、
十
四
、
五
年
や
っ
て
お

り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
学
生
を
教
え
る

こ
と
も
私
の
範
疇
に
あ
っ
て
い
い
の
か
な
と
思
っ
て
、
お

引
き
受
け
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

私
ど
も
は
実
技
を
教
え
て
い
ま
す
の
で
、
理
論
的
に
何

か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
ま
ず
即
体
を
使
っ
て
い
か
に
美

し
く
踊
る
と
い
う
こ
と
が
大
前
提
な
わ
け
で
す
。
私
は
花

鈴
木
理
策

助
教
授
―
美
術
学
部
先
端
芸
術
表
現
科

×

大
橋
萬
寿
子

助
教
授
―
音
楽
学
部
邦
楽
科
（
日
本
舞
踊
）

教
員
は

語
る

│
芸
大
へ
の
期
待
・
抱
負
・
提
言
│

第
六
回
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柳
流
を
や
っ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
家
に
こ
ら
れ
る
方
は
大

体
同
じ
お
流
儀
の
方
た
ち
が
お
見
え
に
な
る
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
学
校
の
場
合
は
、
違
う
お
流
儀
の
方
が
入
っ
て

い
ら
っ
し
ゃ
る
。
必
ず
し
も
花
柳
だ
け
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
。

花
柳
流
と
い
う
の
は
も
の
す
ご
く
振
り
が
細
か
い
。
音

楽
に
対
し
て
振
り
が
も
の
す
ご
く
い
っ
ぱ
い
詰
ま
っ
て
い

る
ん
で
す
。
で
も
、
せ
っ
か
く
そ
う
い
う
違
っ
た
お
流
儀

を
習
う
の
で
、
私
も
あ
え
て
花
柳
の
特
色
の
あ
る
も
の
を

教
え
て
い
ま
す
。
卒
業
な
さ
れ
ば
そ
れ
ぞ
れ
の
お
流
儀
に

帰
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
い
い
の
で
は
な
い
か
な
と
考
え
て

い
ま
す
。
花
柳
の
場
合
、
早
く
か
ら
新
し
い
こ
と
に
挑
戦

し
て
い
た
お
流
儀
な
も
の
で
す
か
ら
、
古
典
で
な
く
非
常

に
新
し
い
創
作
的
な
こ
と
も
取
り
入
れ
て
教
え
て
い
ま
す
。

私
の
初
代
も
日
本
舞
踊
で
す
け
れ
ど
も
、
昭
和
初
期
に
初

め
て
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
で
踊
っ
た
り
、
橋
本
國
彦
先
生
の
ピ

ア
ノ
の
曲
で
で
き
て
い
る
踊
り
も
ご
ざ
い
ま
し
て
、
私
は

芸
術
大
学
と
い
う
も
の
に
対
し
て
は
あ
こ
が
れ
も
あ
り
ま

し
た
し
、
親
し
さ
と
い
う
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。

境
界
を
超
え
て
ゆ
く
表
現

大
橋

私
は
歌
舞
伎
の
子
役
で
初
舞
台
を
踏
ん
だ
の
で
す

が
、
歌
舞
伎
の
ほ
う
は
名
前
を
置
い
た
ま
ま
辞
め
ま
し
て
、

十
五
歳
の
と
き
に
吾あ

妻づ
ま

徳と
く

穂ほ

先
生
が
お
流
儀
は
違
う
の
で

す
が
、
私
を
預
か
っ
て
く
だ
さ
る
と
い
う
お
話
が
あ
っ
て
、

舞
踊
家
に
な
ろ
う
と
自
分
で
決
心
し
ま
し
た
。
最
初
の
こ

ろ
は
舞
踊
家
と
い
う
も
の
を
め
ざ
し
た
い
と
思
い
ま
し
て
、

教
え
る
と
い
う
よ
り
は
踊
る
こ
と
に
自
分
は
専
念
し
た
い

と
思
い
ま
し
た
。

私
の
母
は
教
え
る
こ
と
と
、
創
作
・
演
出
を
専
門
に
し

て
い
ま
し
た
の
で
、
私
は
そ
の
素
材
で
あ
り
た
い
と
思
っ

て
、
ず
っ
と
舞
踊
家
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
う
い
う
こ
と
を
強
く
思
っ
て
ア
メ
リ
カ
へ
行
っ
た
の
で

す
が
、
踊
る
こ
と
と
教
え
る
こ
と
を
き
ち
ん
と
分
け
て
も

い
い
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
帰
っ
て
き
た
ん
で
す
。
ク

ラ
シ
ッ
ク
バ
レ
エ
で
も
プ
リ
マ
で
踊
っ
て
い
ら
し
て
も
、

あ
る
年
代
が
来
た
ら
教
え
る
ほ
う
に
回
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

私
も
こ
の
お
話
を
い
た
だ
い
た
と
き
に
は
教
え
る
の
に
ふ

さ
わ
し
い
年
齢
に
も
な
っ
て
い
た
の
で
、
芸
大
に
参
る
こ

と
に
し
ま
し
た
。

鈴
木

僕
が
写
真
を
勉
強
し
た
の
は
重
森
弘
淹

し
げ
も
り
こ
う
え
ん

と
い
う
写

真
評
論
家
が
創
立
し
た
学
校
で
、
就
職
の
た
め
の
技
術
伝

授
が
第
一
義
と
い
う
よ
り
も
、
表
現
と
し
て
の
写
真
を
学

ぶ
場
で
あ
る
と
い
う
雰
囲
気
が
強
く
あ
り
ま
し
た
。
印
画

紙
は
物
質
で
は
な
く
、
そ
こ
に
い
か
な
る
イ
メ
ー
ジ
を
手

に
入
れ
る
か
を
学
び
ま
し
た
。
一
方
で
そ
の
頃
、
美
術
作

家
の
方
が
写
真
を
素
材
と
し
て
制
作
し
た
作
品
を
発
表
さ

れ
て
い
て
、
佐さ

藤と
う

時
啓

と
き
ひ
ろ

さ
ん
や
小こ

山や
ま

穂ほ

太た

郎ろ
う

さ
ん
ら
芸
大

出
身
の
方
た
ち
に
注
目
し
て
い
ま
し
た
。

鈴
木
理
策
（
す
ず
き
・
り
さ
く
）

一
九
六
三
年
和
歌
山
県
新
宮
市
生
ま
れ
。
八
七
年
東
京
綜
合
写
真
専
門
学
校
研
究
科
卒
業
。
八
五
年
か
ら
グ
ル
ー

プ
展
に
参
加
す
る
な
ど
写
真
家
活
動
を
開
始
し
、
九
〇
年
初
個
展
。
一
九
九
八
年
東
京
か
ら
故
郷
熊
野
へ
の
時
間

を
ま
と
め
た
写
真
集
『
Ｋ
Ｕ
Ｍ
Ａ
Ｎ
Ｏ
』
を
出
版
。
写
真
集
『P

IL
E
S
O
F
T
IM
E

』
に
よ
り
第
二
十
五
回
木

村
伊
兵
衛
写
真
賞
受
賞
。
吉
野
桜
、
熊
野
な
ど
を
主
題
に
、
写
真
と
不
可
視
性
の
関
係
を
探
求
す
る
作
品
を
発
表

し
続
け
る
。
二
〇
〇
六
年
か
ら
現
職
。

「SAKURA」
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亡
く
な
ら
れ
た
榎
倉

え
の
く
ら

康こ
う

二じ

さ
ん
の
存
在
は
と
て
も
大
き

か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
芸
大
で
教
え
て
い
ら
し
た
そ
う
で
、

ご
自
身
は
油
絵
を
学
ば
れ
ま
し
た
が
、
僕
は
彼
の
写
真
の

作
品
に
大
変
興
味
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

榎
倉
さ
ん
は
、
例
え
ば
絵
を
描
い
て
い
っ
た
と
き
に
、

素
材
と
し
て
絵
の
具
を
使
っ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
絵

の
具
自
体
が
キ
ャ
ン
バ
ス
の
布
に
乗
っ
か
る
瞬
間
に
「
そ

れ
は
物
質
の
ひ
と
つ
で
あ
る
」
と
考
え
ま
し
た
。
キ
ャ
ン

バ
ス
に
塗
る
と
か
描
く
の
で
は
な
く
、
絵
の
具
を
付
着
さ

せ
る
と
い
う
意
識
。
写
真
に
関
し
て
も
、
写
真
を
写
す
と

い
う
考
え
で
は
な
く
写
真
が
写
る
、
写
っ
て
し
ま
う
と
い

う
即
物
的
な
事
実
を
受
け
入
れ
求
め
て
い
っ
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
僕
な
ん
か
が
習
っ
て
き
た
写
真

の
中
で
見
過
ご
し
て
い
た
部
分
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
自

分
は
「
写
真
の
本
性
と
は
何
か
」
と
同
時
に
写
真
を
越
え

て
い
く
も
の
を
学
生
に
伝
え
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
い

わ
ゆ
る
写
真
と
、
例
え
ば
映
画
や
絵
画
や
彫
刻
と
い
っ
た

写
真
と
異
な
る
メ
デ
ィ
ア
と
の
境
界
線
を
想
定
し
、
そ
れ

を
見
て
い
く
こ
と
で
写
真
が
何
な
の
か
を
一
緒
に
考
え
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

時
代
性
と
持
続
性

鈴
木

芸
大
は
油
画
や
彫
刻
の
よ
う
な
「
メ
チ
エ
」
や
基

礎
が
し
っ
か
り
と
あ
る
学
生
が
い
て
、
そ
れ
を
ベ
ー
ス
に

立
ち
上
が
っ
て
く
る
表
現
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど

も
、「
先
端
」
の
場
合
、
そ
の
メ
チ
エ
の
部
分
は
「
思
考
」

と
考
え
る
と
わ
か
り
や
す
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
、

制
作
に
積
み
上
げ
た
時
間
や
技
術
が
前
面
に
出
て
い
な
い

た
め
に
、
安
易
に
見
え
て
曖
昧
な
印
象
を
与
え
て
し
ま
う

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
大
事
な
こ
と
は
、
な
ぜ
作
者

に
と
っ
て
そ
の
表
現
が
必
要
な
の
か
、
だ
と
思
う
の
で
す
。

で
き
上
が
っ
た
作
品
が
作
者
に
い
か
に
帰
属
し
て
い
る
か
、

そ
の
点
を
意
識
し
て
制
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
も
し

ろ
い
も
の
が
出
て
く
る
と
思
う
の
で
す
。
そ
う
し
た
意
識

を
持
続
さ
せ
る
こ
と
は
、
大
変
難
し
い
こ
と
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
だ
か
ら
こ
そ
魅
力
あ
る
も
の
と
な
る
の
で
し
ょ

う
。常

に
作
品
と
向
き
合
い
「
な
ぜ
そ
の
表
現
な
の
か
」
を

問
い
続
け
る
こ
と
は
、
自
分
が
こ
れ
ま
で
作
家
と
し
て
や

っ
て
き
た
中
で
得
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
大
き
な
可
能

性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
学
生
た
ち
に
伝
え
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

大
橋

私
の
師
で
あ
る
吾
妻
徳
穂
先
生
は
「
吾
妻
歌
舞
伎
」

と
い
う
も
の
を
つ
く
ら
れ
て
、
昭
和
二
十
九
年
に
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
公
演
、
そ
れ
か
ら
ア
メ
リ
カ
公
演
も
な
さ
っ
た
ん
で

す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
海
外
へ
向
け
て
の
大
変
な
先
駆

者
な
ん
で
す
が
、
先
生
が
永
住
権
を
取
っ
て
ア
メ
リ
カ
へ

渡
る
と
い
う
の
で
、
う
ち
の
両
親
も
、「
こ
れ
か
ら
世
界
も

狭
く
な
る
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
へ
行
っ
て
み
る
か
」
と
言
う

も
の
で
、
十
七
歳
で
三
代
目
に
な
っ
て
、
そ
の
年
の
夏
に

渡
米
し
ま
し
た
。

ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
で
吾
妻
先
生
に
学
ん
だ
後
、
ニ
ュ
ー
ヨ

ー
ク
で
は
マ
ー
サ
・
グ
ラ
ハ
ム
の
学
校
で
舞
踊
を
教
わ
っ

た
り
、
演
劇
の
学
校
に
も
通
っ
た
の
で
す
が
こ
こ
は
お
も

し
ろ
か
っ
た
で
す
。
私
た
ち
は
、
コ
ッ
プ
一
杯
の
水
が
こ

こ
に
あ
る
と
想
像
し
て
、
そ
れ
を
こ
こ
へ
移
し
な
さ
い
と

い
う
こ
と
を
言
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
す
る
と
ク
ラ
ス
の
人

は
も
う
大
変
で
、
あ
あ
で
も
な
い
、
こ
う
で
も
な
い
と
考

え
る
わ
け
で
す
が
、
私
た
ち
は
常
に
そ
う
い
う
こ
と
を
や

ら
さ
れ
て
き
た
ん
で
す
ね
。
お
扇
子
ひ
と
つ
で
い
ろ
い
ろ

な
も
の
を
表
現
す
る
と
い
う
所
作
事
で
や
っ
て
い
る
わ
け

で
す
。
い
わ
ゆ
る
新
劇
で
は
、
コ
ッ
プ
を
移
す
と
き
に
、

私
は
け
さ
起
き
て
ど
う
い
う
こ
と
を
し
て
こ
こ
に
来
た
、

と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
始
め
る
み
た
い
で
、
そ
れ
が
リ
ア

リ
テ
ィ
と
い
う
こ
と
か
と
新
鮮
に
感
じ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、

私
た
ち
は
い
つ
も
所
作
事
で
や
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

の
裏
側
に
ひ
そ
ん
で
い
る
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

踊
り
と
い
う
の
は
、
基
礎
が
違
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
身

体
表
現
の
方
法
と
い
う
の
は
同
じ
で
は
な
い
か
と
私
は
思

い
ま
す
。
私
の
基
礎
は
日
本
舞
踊
で
す
。
で
も
コ
ン
テ
ン

ポ
ラ
リ
ー
の
方
も
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
バ
レ
エ
の
方
も
音
楽
に

の
せ
て
、
自
分
た
ち
が
イ
メ
ー
ジ
し
た
こ
と
を
踊
り
な
さ

い
と
言
っ
た
ら
、
そ
ん
な
に
苦
労
な
く
踊
れ
る
と
い
う
こ

と
が
大
き
な
魅
力
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。

創作舞踊劇場公演「薔沙薇の女─カルメン2003 ─」
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芸
大
に
は
、
古
く
か
ら
山や

ま

田だ

抄
し
ょ
う

太た

郎ろ
う

先
生
が
、
い
わ
ゆ

る
邦
楽
、
長
唄
を
、
伴
奏
者
で
は
な
い
演
奏
家
と
し
て
認

め
ら
れ
る
こ
と
を
目
標
に
な
さ
っ
て
邦
楽
科
が
で
き
た
と

伺
っ
て
い
ま
す
。
演
奏
だ
け
で
楽
し
ま
せ
る
と
い
う
こ
と

を
提
唱
な
さ
っ
て
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
と
同
じ
よ
う
に
邦
楽

と
い
う
も
の
を
お
考
え
に
な
っ
て
、
数
々
の
名
曲
が
創
ら

れ
て
き
ま
し
た
。

日
本
舞
踊
が
東
京
芸
術
大
学
に
入
れ
て
い
た
だ
い
た
と

い
う
こ
と
は
、
今
ま
で
は
町
の
お
師
匠
さ
ん
の
延
長
線
上

の
も
の
と
し
て
考
え
て
い
ら
し
た
人
た
ち
に
、
大
学
で
も

き
ち
ん
と
扱
っ
て
い
る
科
目
と
思
っ
て
い
た
だ
け
る
、
ス

テ
ー
タ
ス
が
で
き
た
こ
と
と
嬉
し
く
思
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
昔
は
花
柳
界
が
日
本
の
文
化
に
と
っ
て
大
き
な
役
割

を
し
て
い
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
芸
と
い
う
も
の
が
庶
民
に

伝
わ
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
、
今
そ
れ
が
廃

れ
て
、
古
曲
を
や
る
方
た
ち
が
ほ
と
ん
ど
い
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
の
伝
統
的
な
文
化
に
関

し
て
は
も
っ
た
い
な
い
部
分
だ
と
思
う
ん
で
す
。

私
は
生
徒
に
せ
っ
か
く
入
学
で
き
た
の
だ
か
ら
、
邦
楽

だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
洋
楽
の
方
や
美
術
の
方
た
ち
と
も
お

友
達
に
な
っ
て
、
芸
祭
の
と
き
は
、
な
る
べ
く
皆
さ
ん
で

そ
う
い
う
交
流
を
持
っ
て
い
け
ば
、
今
度
自
分
が
卒
業
し

た
と
き
に
、
い
い
意
味
で
世
界
が
広
が
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
日
本
の
踊
り
の
中
だ
け
に
い
る
と
、
な
か
な

か
自
分
が
求
め
て
も
広
が
っ
て
い
か
な
い
わ
け
で
す
。
学

生
の
ま
だ
自
分
が
で
き
上
が
っ
て
い
な
い
と
い
う
と
き
に

さ
ま
ざ
ま
な
人
と
交
流
が
で
き
る
の
は
す
ご
く
幸
せ
な
こ

と
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
大
切
に
し
な
さ
い
と
私
は
言
っ
て

い
る
ん
で
す
。

鈴
木

ベ
ー
ス
に
あ
る
も
の
が
違
う
と
、
も
の
の
見
え
方

も
だ
い
ぶ
違
う
の
で
、
そ
れ
が
僕
に
は
と
て
も
お
も
し
ろ

い
な
と
思
い
ま
す
。
深
さ
は
も
ち
ろ
ん
だ
け
れ
ど
も
、
幅

も
や
は
り
必
要
だ
と
。
世
の
中
に
は
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
も

の
の
見
方
が
あ
る
わ
け
で
、
自
分
の
作
品
が
ど
の
よ
う
に

受
け
取
ら
れ
る
か
、
で
き
る
だ
け
い
ろ
い
ろ
な
声
に
耳
を

傾
け
た
ほ
う
が
い
い
。
た
と
え
自
分
の
考
え
と
相
反
す
る

意
見
で
あ
っ
て
も
、
学
生
時
代
に
ど
れ
ほ
ど
も
の
の
見
方

が
多
様
で
あ
る
か
を
知
り
、
そ
う
し
た
も
の
に
い
か
に
多

く
触
れ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
と
て
も
よ
い
経
験
に
な
る

と
思
い
ま
す
。
僕
自
身
は
い
わ
ゆ
る
写
真
学
校
で
教
え
る

よ
う
な
こ
と
を
芸
大
の
中
で
や
っ
て
も
仕
方
が
な
い
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
た
だ
、
写
真
の
本
来
持
っ

て
い
る
魅
力
に
つ
い
て
は
し
っ
か
り
伝
え
て
い
き
た
い
と

は
思
っ
て
い
ま
す
。

学
生
は
、
自
分
の
学
科
も
含
め
て
い
ろ
い
ろ
な
形
で
先

生
の
知
っ
て
い
る
こ
と
を
手
に
入
れ
て
い
く
と
い
う
の
が

大
事
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
創
り
手
と
し
て
優
秀

な
人
は
す
ご
く
い
い
目
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
自
分
の
創

る
も
の
や
作
業
に
つ
い
て
い
か
に
見
え
る
の
か
、
も
っ
と

積
極
的
に
意
見
を
求
め
て
い
く
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

大
橋
萬
寿
子
﹇
花
柳
寿
美
﹈（
お
お
は
し
・
ま
す
こ
﹇
は
な
や
ぎ
・
す
み
﹈）

一
九
四
一
年
東
京
都
生
ま
れ
。
四
六
年
六
代
目
尾
上
菊
五
郎
丈
の
部
屋
子
と
な
り
尾
上
菊
花
の
名
を
許
さ
れ
る
。

五
八
年
二
代
目
花
柳
寿
輔
師
よ
り
、
三
代
目
花
柳
寿
美
の
名
を
許
さ
れ
る
。
五
九
年
か
ら
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
、

吾
妻
徳
穂
、
マ
ー
サ
・
グ
ラ
ハ
ム
に
学
び
モ
ダ
ン
ダ
ン
ス
を
習
得
。
芸
術
選
奨
文
部
大
臣
新
人
賞
、
舞
踊
批
評
家

協
会
賞
、
花
柳
寿
応
賞
新
人
賞
な
ど
を
受
賞
。
二
〇
〇
六
年
か
ら
現
職
。

そ
の
時
代
に
即
し
た
も
の
を
創
り
、
ま
た
、
古
典
も
し

っ
か
り
と
踊
る
こ
と
が
日
本
舞
踊
で
す
か
ら
、
非
常
に
柔

軟
性
が
あ
っ
て
時
代
と
と
も
に
動
い
て
い
き
ま
す
。
で
も

そ
の
中
で
も
の
す
ご
く
い
い
も
の
が
古
典
と
し
て
残
っ
て

い
く
。「
歌
舞
伎
十
八
番
」
と
い
う
の
も
初
演
の
と
き
は
新

作
だ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
何
百
年
経
っ
て
も
み
ん
な
が
伝

え
て
い
っ
て
、
確
固
た
る
古
典
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
こ

れ
も
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
人
間
が
表
現
す
る
も
の
な
の

で
、
や
っ
ぱ
り
匂
い
は
違
う
と
思
い
ま
す
。
寸
分
違
わ
ず

と
い
う
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
魅
力
に
も
つ

な
が
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

深
め
て
い
く
こ
と
、

拡
げ
て
い
く
こ
と

大
橋

踊
り
の
場
合
は
、
経
験
と
い
う
こ
と
が
と
て
も
重

要
な
ん
で
す
。
舞
台
と
い
う
の
は
い
ろ
い
ろ
な
積
み
重
ね

に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
く
る
の
で
、
自
分
の
中
に
そ
れ
が

栄
養
に
な
っ
て
い
る
か
を
、
見
て
取
っ
て
、
受
け
取
っ
て

く
れ
る
か
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
。
方
程
式
み
た

い
に
は
と
て
も
教
え
る
こ
と
は
不
可
能
な
作
業
だ
と
私
は

思
い
ま
す
。
個
人
の
受
け
取
る
側
の
感
性
も
あ
る
し
、
そ

の
人
の
才
能
を
察
知
し
て
、
い
い
方
向
で
あ
れ
ば
そ
れ
を

伸
ば
し
て
あ
げ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
手
伝
っ
て
あ
げ
ら

れ
れ
ば
い
い
の
か
な
と
も
考
え
て
い
ま
す
。



い
る
。

こ
の
活
動
が
認
め
ら
れ
、
十
一
月
一
日
、

国
土
交
通
省
主
催
の
地
域
づ
く
り
表
彰
に
お

い
て
、「
国
土
交
通
大
臣
賞
」
を
受
賞
し
た
。

◆
第
二
十
回
伊
澤
修
二
先
生

記
念
音
楽
祭
開
催

十
月
二
十
八
日
、
長
野
県
伊
那
市
高
遠
町

文
化
体
育
館
に
お
い
て
、
第
二
十
回
伊
澤
修

二
先
生
記
念
音
楽
祭
が
行
わ
れ
た
。
東
京
芸

術
大
学
創
立
百
周
年
を
期
に
始
め
ら
れ
た
同

音
楽
祭
は
、
東
京
音
楽
学
校
（
現
・
音
楽
学

部
）
初
代
校
長
伊
澤
修
二
の
出
身
地
で
あ
る

長
野
県
高
遠
町
（
現
伊
那
市
）
に
お
い
て
毎

年
秋
に
開
催
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
大
学
と

地
域
、
そ
し
て
学
校
が
共
同
で
つ
く
り
上
げ

て
い
る
。

伊
那
市
が
来
場
者
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
と
っ

た
と
こ
ろ
、
内
容
に
関
し
て
は
、
二
十
年
の

連
携
・
協
力
も
評
価
さ
れ
、
概
ね
好
意
的
な

意
見
が
多
か
っ
た
。

◆
邦
楽
演
奏
会

〜
市
川
染
五
郎
さ
ん
を
迎
え
て
〜

十
月
二
十
九
日
、
足
立
区
と
本
学
音
楽
学

部
の
連
携
事
業
の
一
環
と
し
て
、
西
新
井
文

化
ホ
ー
ル
「
ギ
ャ
ラ
ク
シ
テ
ィ
」
に
お
い
て
、

本
学
邦
楽
科
の
教
員
に
よ
る
演
奏
会
が
、
歌

舞
伎
役
者
・
舞
踊
家
の
市
川
染
五
郎
さ
ん
を

迎
え
て
開
催
さ
れ
た
。

葛
西
聖
司
Ｎ
Ｈ
Ｋ
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ブ
ア
ナ

ウ
ン
サ
ー
が
進
行
を
担
当
し
、
舞
台
転
換
の

間
に
、
軽
妙
な
曲
目
解
説
で
観
客
に
邦
楽
の

面
白
さ
を
ア
ピ
ー
ル
し
た
。

演
目
の
最
後
に
は
、
舞
踏
「
破
れ
案
山
子
」

（
山
田
流
箏
曲
）
を
市
川
染
五
郎
さ
ん
が
初

披
露
し
た
。
先
代
の
染
五
郎
（
現
松
本
幸
四

郎
）
氏
が
初
め
て
舞
っ
た
演
目
を
若
々
し
く

軽
や
か
に
舞
う
姿
に
観
客
は
大
い
に
魅
了
さ

れ
た
。

運
　
営

◆
大
学
間
国
際
交
流
協
定
締
結

平
成
十
八
年
十
一
月
三
日
、
東
京
芸
術
大

学
美
術
学
部
長
と
ウ
ィ
ー
ン
工
科
大
学
建

築
・
地
域
計
画
学
部
長
（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
）

は
、
芸
術
に
関
す
る
交
流
及
び
教
育
研
究
協

力
を
行
う
こ
と
に
合
意
し
、
芸
術
国
際
交
流

協
定
を
締
結
し
た
。
ま
た
、
十
二
月
一
日
、

東
京
芸
術
大
学
長
と
ロ
ン
ド
ン
芸
術
大
学

長
（
イ
ギ
リ
ス
）
は
、
芸
術
国
際
交
流
協
定

を
締
結
し
た
。
こ
の
調
印
に
よ
り
、
本
学
に

お
け
る
交
流
協
定
締
結
校
は
十
三
か
国
（
地

域
）、
三
十
二
大
学
等
と
な
っ
た
。

◆
林
康
子
教
授
が

紫
綬
褒
章
受
章

平
成
十
八
年
秋
の
褒
章
に
お
い
て
、
音
楽

学
部
声
楽
科
の
林
康
子
教
授
が
紫
綬
褒
章
を

受
章
さ
れ
た
。

◆
芸
大
に
法
務
大
臣
か
ら

感
謝
状

十
二
月
十
一
日
、
第
五
十
六
回
「
社
会
を

明
る
く
す
る
運
動
」
に
協
力
し
た
と
し
て
、

法
務
大
臣
か
ら
東
京
芸
術
大
学
に
感
謝
状
が

贈
ら
れ
た
。
贈
呈
式
に
は
、
宮
田
学
長
が
出

席
し
た
。

◆
取
手
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が

国
土
交
通
大
臣
賞
に
選
ば
れ
る

取
手
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（T

A
P
=

T
oride

A
rt
P
roject

）
は
一
九
九
九
年
か

ら
本
学
と
市
民
、
取
手
市
の
三
者
が
共
同
で

行
っ
て
い
る
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
、
若

い
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
の
創
作
発
表
活
動
を

支
援
し
、
市
民
に
広
く
芸
術
と
ふ
れ
あ
う
機

会
を
提
供
す
る
こ
と
で
、
取
手
市
が
文
化
都

市
と
し
て
発
展
し
て
い
く
こ
と
を
め
ざ
し
て

受
章
・
受
賞

交
　
流
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東
京
藝
術
大
学

創
立
百
二
十
周
年

平
成
十
九
年
、
東
京
藝
術
大
学
は
、
母
体

で
あ
る
東
京
美
術
学
校
、
東
京
音
楽
学
校
が

設
立
さ
れ
て
か
ら
百
二
十
周
年
を
迎
え
ま
す
。

こ
れ
を
記
念
し
、
平
成
十
八
年
十
二
月
四
日
、

奏
楽
堂
一
階
ロ
ビ
ー
（
ホ
ワ
イ
エ
）
に
お
い

て
、
各
界
及
び
関
係
者
と
の
共
同
、
協
力
に

よ
り
記
念
事
業
を
行
う
こ
と
を
発
表
し
ま
し

た
。記

念
事
業
は
、
展
覧
会
事
業
、
演
奏
会
事

業
、
共
同
映
画
制
作
事
業
を
は
じ
め
と
し
た

七
つ
の
事
業
を
柱
と
し
て
、
平
成
十
九
年
四

月
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
末
ま
で
年
間
を
通

し
て
展
開
さ
れ
ま
す
。

御
挨
拶

我
が
国
の
芸
術
教
育
を
実
施
す
る
に
当
た

っ
て
の
諸
事
項
を
調
査
す
る
た
め
、
音
楽
取

調
掛
が
明
治
十
二
年
に
、
図
画
取
調
掛
が
明

治
十
八
年
に
文
部
省
に
設
置
さ
れ
、
明
治
二

十
年
に
そ
れ
ぞ
れ
東
京
音
楽
学
校
、
東
京
美

術
学
校
と
改
称
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
東

京
藝
術
大
学
は
戦
後
の
学
制
改
革
に
よ
り
昭

和
二
十
四
年
、
前
述
の
両
校
を
母
体
と
し
て
、

国
立
で
唯
一
の
芸
術
に
関
す
る
教
育
研
究
を

行
う
大
学
と
し
て
発
足
し
ま
し
た
。

平
成
十
九
年
は
東
京
美
術
学
校
、
東
京
音

楽
学
校
が
設
立
さ
れ
て
百
二
十
年
を
迎
え
ま

す
が
、
こ
の
間
、
専
門
教
育
の
機
関
と
し
て
、

ま
た
博
士
課
程
も
有
す
る
研
究
機
関
と
し
て
、

数
多
く
の
卒
業
生
、
研
究
者
を
通
じ
て
、
我

が
国
の
芸
術
界
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て

き
ま
し
た
。

平
成
十
六
年
に
東
京
藝
術
大
学
は
国
立
大

学
法
人
と
な
り
、
大
学
の
運
営
形
態
が
大
き

く
変
化
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
ま
し
た
が
、

こ
れ
を
契
機
と
し
て
藝
大
ら
し
さ
を
発
揮
し

て
打
っ
て
出
よ
う
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

こ
の
百
二
十
周
年
を
記
念
し
て
、
東
京
藝

術
大
学
は
、
各
界
及
び
関
係
者
と
の
共
同
協

力
に
よ
り
記
念
事
業
を
行
い
ま
す
。
そ
れ
ら

の
事
業
が
大
学
発
展
の
大
き
な
バ
ネ
と
な
る

こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。
世
界
に
伍
し
て

い
け
る
芸
術
大
学
に
、
ま
た
地
域
に
根
ざ
し

た
愛
さ
れ
る
芸
術
大
学
と
な
る
よ
う
考
え
て

お
り
ま
す
。
本
学
の
い
っ
そ
う
の
発
展
の
た

め
に
、
こ
れ
ら
事
業
が
充
実
実
施
で
き
る
よ

う
、
ご
協
力
の
程
宜
し
く
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

東
京
藝
術
大
学
長
　
　
宮
田
　
亮
平



展
覧
会
事
業

（
大
学
美
術
館
）

「
パ
リ
へ
―
洋
画
家
た
ち
の
百
年
の
夢
」「
藝
大
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
展
」「
岡
倉
天
心
―
芸
術
教
育
の
歩

み
―
」

（
陳
列
館
）

「
自
画
像
の
証
言
」
展
、「
藝
大
茶
会
」
の
ほ
か
研

究
室
主
催
に
よ
る
展
示

演
奏
会
事
業

（
奏
楽
堂
）

「
学
長
と
話
そ
う
」「
藝
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
′07
」

「
上
野
の
森
・
オ
ル
ガ
ン
シ
リ
ー
ズ
′07
」「
う
た
シ

リ
ー
ズ
′07
」「
管
楽
器
シ
リ
ー
ズ
′07
」「
ハ
イ
ド

ン
シ
リ
ー
ズ
′07
」「
百
二
十
周
年
記
念
音
楽
祭
」

な
ど
。

映
画
制
作
事
業

日
中
韓
の
国
立
三
校
の
学
生
に
よ
る
混
成
ス
タ

ッ
フ
に
よ
り
、
準
備
を
含
め
て
ほ
ぼ
一
か
月
間
に

六
編
の
短
編
映
画
制
作
を
三
カ
国
で
行
う
も
の
で
、

本
学
横
浜
校
地
で
上
映
さ
れ
ま
す
。

展覧会・演奏会の最新情報は、東京芸術大学ウェブサ
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
東京芸術大学大学美術館　Tel 050-5525-2200
NTTハローダイヤル　Tel 050-5777-8600

演奏会についてのお問い合わせ
東京芸術大学大学音楽学部演奏企画室　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 0570-02-0990
東京文化会館チケットサービス　Tel 03-5815-5452

藝大アートプラザのご案内
（株）藝大BiOn（ビオン）
Tel 050-5525-2102 Fax 050-5525-2486

第14号刊行にあたって

このところ芸大内では、今まで以

上に「音楽と美術の接点」の可能性

を垣間みる機会が増えている。前号

の音楽環境創造科の誕生もその一つ

だが、今回の藝大アートプラザ特集

での座談会でも、両学部の仲介役と

して「アートプラザ」への期待が大

いに膨らむ。

昔から互いに敬意は払いつつもほ

とんど接点がなかった両学部が、「ア

ートプラザ」という市場によってそ

の目線が変わろうとしている。

社会連携や産学連携といった外の

視点も重要だが、まずは、身内通し

が互いにコラボレートし、あらたな

芸術発信材料を構築するという内側

の視点が先決である。美術は視覚以

外の感覚を、音楽は聴覚以外の感覚

に目を向ける、確実にそんな時代に

なったのかも知れない。

藝大通信編集長

長濱雅彦

◆
映
像
研
究
科
博
士
後
期
課
程

開
設
が
認
可

十
一
月
三
十
日
、
大
学
院
映
像
研
究
科

（
博
士
後
期
課
程
）
映
像
メ
デ
ィ
ア
学
専
攻

の
開
設
が
認
可
さ
れ
た
。

映
像
メ
デ
ィ
ア
学
専
攻
は
、
映
画
史
や
映

画
理
論
を
中
心
と
し
た
一
般
的
な
博
士
課
程

と
は
異
な
り
、
東
京
芸
術
大
学
の
特
質
を
生

か
し
、「
つ
く
る
」
と
い
う
知
見
と
経
験
を

重
視
し
な
が
ら
、
新
た
な
「
実
践
的
な
知
」

を
構
築
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
映
像
メ

デ
ィ
ア
に
お
け
る
言
語
と
文
法
を
研
究
す
る

博
士
課
程
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
。
平
成

十
九
年
四
月
開
設
予
定
。

◆
日
枝
神
社
天
井
絵
の

表
現
研
究
制
作
過
程
を
披
露

十
二
月
七
日
、
美
術
学
部
構
内
に
お
い
て
、

絵
画
科
日
本
画
研
究
室
の
「
日
枝
神
社
に
お

け
る
古
江
戸
、
武
蔵
野
の
植
物
画
（
天
井
絵
）

の
表
現
研
究
と
創
造
」
の
制
作
過
程
が
披
露

さ
れ
た
。
こ
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
日

枝
神
社
（
千
代
田
区
）
か
ら
宮
田
学
長
に
依

頼
さ
れ
、「
学
生
に
対
し
て
本
物
を
つ
く
り
、

み
せ
る
場
を
提
供
し
た
い
」
と
引
き
受
け
た

も
の
で
、
現
在
、
宮
田
学
長
監
修
の
も
と
、

日
本
画
研
究
室
が
受
託
研
究
と
し
て
行
っ
て

い
る
。

日
枝
神
社
草
創
期
（
鎌
倉
中
期
か
ら
北
条

時
代
）、
古
江
戸
、
武
蔵
野
に
咲
き
乱
れ
る

百
花
・
草
・
木
を
百
二
十
三
枚
（
縦
横
約
七

〇
㎝
）
の
ヒ
ノ
キ
の
板
絵
と
し
、
岩
絵
の
具

に
よ
り
古
色
を
使
い
表
現
す
る
。
今
回
は
、

上
拝
殿
に
納
め
る
四
十
八
枚
が
展
示
さ
れ
、

残
る
下
拝
殿
の
天
井
画
も
、
今
後
二
年
を
か

け
て
制
作
す
る
。

◆
藝
大
フ
レ
ン
ズ
加
入
者
状
況

加
入
者
数
（
平
成
十
八
年
十
二
月
三
十
一
日

現
在
）

賛
助
フ
レ
ン
ズ
個
人
一
四
八
名
　

法
人
六
団
体

特
別
賛
助
フ
レ
ン
ズ
個
人
一
八
名

◆
今
年
度
下
半
期
に
開
催
さ
れ

た
主
な
展
覧
会
、
演
奏
会
記
録

大
学
美
術
館

Ｎ
Ｈ
Ｋ
日
曜
美
術
館
展

会
期
　
九
月
九
日
〜
十
月
十
五
日

入
場
者
数
　
約
九
万
七
七
〇
〇
人

奏
楽
堂

藝
大
オ
ペ
ラ
定
期
第
五
十
二
回

開
催
日
　
十
月
八
日
、
九
日

入
場
者
数
　
一
五
三
八
人

地
域
連
携
事
業

台
東
区
で
実
施
し
て
い
る
七
つ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
を
「
タ
ウ
ン
ア
ー
ト
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
と
し
て

位
置
付
け
、
加
え
て
、
取
手
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
や
こ
れ
か
ら
活
動
が
始
ま
る
足
立
区
、
丸
の
内

地
区
等
を
含
め
て
地
域
連
携
事
業
を
進
め
て
い
く

も
の
で
、
町
全
体
が
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と
な
り
、
地

域
文
化
の
活
性
化
に
寄
与
し
、
教
育
活
動
の
還
元

の
場
と
し
て
い
く
こ
と
を
理
想
と
し
て
い
ま
す
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム「
芸
術
と
教
育
２
０
０
７
」

―
芸
術
教
育
の
新
た
な
る
展
開
―

芸
術
と
教
育
の
在
り
方
を
包
括
的
に
考
え
る
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、
芸
術
文
化
及
び
教
育
の
振
興
に

お
い
て
本
学
が
果
た
し
て
き
た
役
割
を
検
証
す
る

と
と
も
に
、
芸
術
教
育
の
新
た
な
方
向
を
提
起
す

る
こ
の
試
み
は
、
芸
術
文
化
と
教
育
振
興
拠
点
形

成
へ
向
け
て
の
発
火
点
と
な
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

施
設
整
備
事
業

正
木
記
念
館
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン

正
木
記
念
館
は
、
東
京
美
術
学
校
の
第
五
代
校

長
で
あ
る
正
木
直
彦
先
生
の
長
年
に
わ
た
る
功
績

を
記
念
す
る
た
め
に
一
九
三
五
年
（
昭
和
十
）
に

建
設
さ
れ
ま
し
た
。
鉄
筋
二
階
建
て
の
建
物
で
、

二
階
は
、
書
院
造
り
の
和
室
に
な
っ
て
い
ま
す
。

学
内
整
備
の
た
め
近
年
、
一
階
は
閉
館
し
て
い
ま

し
た
が
、
彫
刻
家
の
平
櫛
田
中
先
生
の
作
品
他
を

展
示
す
る
田
中
記
念
館
を
復
活
す
る
と
と
も
に
、

教
育
と
研
究
の
た
め
の
展
示
収
蔵
の
場
と
し
て
活

用
し
、
広
く
一
般
に
も
開
放
し
て
い
き
ま
す
。

連
携
組
織
事
業

●「
東
京
藝
術
大
学
の
海
外
拠
点
作
り
に
向
け
て
」

海
外
に
お
け
る
本
学
の
芸
術
活
動
の
拠
点
作
り

を
未
来
に
見
据
え
、
本
学
に
留
学
し
、
各
々
の
母

国
で
活
躍
す
る
人
た
ち
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
を

整
備
し
ま
す
。

●
「
社
会
連
携
セ
ン
タ
ー
の
設
置
」

学
長
直
属
の
組
織
と
し
て
、
対
外
的
な
窓
口
と

な
り
、
自
治
体
や
企
業
、
他
大
学
な
ど
を
始
め
、

外
国
の
諸
機
関
と
も
連
携
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
共
同

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
積
極
的
に
推
進
す
る
と
と
も
に
、

芸
大
の
外
部
へ
の
発
信
機
能
を
強
化
し
て
い
く
も

の
で
す
。

記
念
事
業
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
順
次
、
東
京
芸
術

大
学
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト（http

://w
w
w
.g
eid
ai.ac.jp

/

）

に
掲
載
し
ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

創
立
百
二
十
周
年
記
念
事
業




