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特
集

今
年
四
月
、大
学
院
映
像
研
究
科
に
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
専
攻
が
設
置
さ
れ
た
。

横
浜
校
地
万
国
橋
校
舎
を
拠
点
に
し
た
、新
た
な
取
り
組
み
を
紹
介
す
る
。

映
像
研
究
科

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
専
攻

設
置
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設
置
に
至
る
経
緯
と
そ
の
意
義

藤
幡　

藝
大
は
百
二
十
年
の
長
い
歴
史
の
な
か
で
、

映
像
芸
術
と
舞
台
芸
術
と
い
う
分
野
に
関
し
て
は
、

特
に
関
わ
っ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
平
成
十

三
（
二
〇
〇
一
）
年
に
舩
山
隆
先
生
を
座
長
と
す

る
将
来
構
想
委
員
会
が
動
き
始
め
て
、「
映
画
」

や
「
演
劇
」
と
い
う
分
野
に
つ
い
て
、
こ
れ
か
ら

は
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
国
立
の
芸
術
大
学
と
し
て
、
総

合
的
に
芸
術
分
野
を
扱
っ
て
行
く
べ
き
で
あ
る
と

い
う
考
え
方
が
そ
の
背
後
に
あ
り
ま
す
。
そ
う
し

た
な
か
で
、
い
ろ
い
ろ
な
経
緯
は
あ
り
ま
す
が
、

「
映
像
芸
術
」
が
先
行
し
て
、
実
現
し
た
わ
け
で

す
。

　

ま
ず
、「
映
像
芸
術
」
と
い
う
分
野
を
ど
の
よ

う
に
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
映
画
は
も

ち
ろ
ん
そ
の
中
心
的
な
分
野
で
す
が
、
例
え
ば
テ

レ
ビ
は
ど
う
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
写
真
を
ど
う

す
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
が
で
て
く
る
わ
け
で

特
集
座
談
会

芸
術
と
し
て
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
求
め
て

時
代
と
と
も
に
進
化
し
続
け
、こ
れ
ま
で
に
多
様
な
イ
メ
ー
ジ
を

作
り
出
し
て
き
た
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
世
界
。

現
代
日
本
を
代
表
す
る
文
化
と
さ
え
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
の
領
域
を

藝
大
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
の
か
。

伊
藤
有
壱 

大
学
院
映
像
研
究
科
教
授

岡
本
美
津
子 

大
学
院
映
像
研
究
科
教
授

山
村
浩
二 

大
学
院
映
像
研
究
科
教
授

出
口
丈
人 

大
学
院
映
像
研
究
科
教
授

藤
幡
正
樹 

大
学
院
映
像
研
究
科
長

す
。
そ
こ
で
、
国
内
ば
か
り
で
は
な
く
、
海
外
教

育
機
関
へ
も
出
向
い
て
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
を
行
い
ま
し

た
。
そ
う
す
る
と
、
こ
ち
ら
が
意
識
し
て
い
る
以

上
に
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
分
野
が
候
補
に
上
が
っ

て
く
る
ん
で
す
ね
。
日
本
で
、
そ
れ
も
藝
大
で

「
映
像
芸
術
」
を
採
り
上
げ
る
の
で
あ
れ
ば
、
ア

ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
や
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う

意
見
が
多
く
聞
か
れ
ま
し
た
。

　

特
に
美
術
学
部
、
音
楽
学
部
の
人
た
ち
に
は
、

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
一
分
野
と
し
て
取
り
上
げ
る

と
い
う
声
が
、
外
側
か
ら
聞
こ
え
て
き
た
こ
と
は
、

意
外
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
い
っ
て
も
、
セ
ル
画
を
用

い
た
マ
ン
ガ
・
ア
ニ
メ
の
イ
メ
ー
ジ
が
非
常
に
強

く
、
現
在
も
海
外
に
影
響
を
与
え
続
け
て
い
る
日

本
文
化
の
象
徴
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
藝

大
と
し
て
、
こ
う
し
た
娯
楽
と
し
て
の
ア
ニ
メ
や

漫
画
を
扱
う
の
は
ど
う
か
と
い
っ
た
考
え
方
も
当

初
は
あ
り
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、
宮
崎
駿
さ
ん

の
「
ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ
」
を
は
じ
め
と
し
て
、

「
産
業
と
し
て
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
」
の
動
き
が
、

社
会
的
に
認
知
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
ま
た
、

こ
れ
に
対
し
て
多
少
消
極
的
で
す
が
、
短
編
の
ア

ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
作
品
を
中
心
と
し
た
作
家
性
の
強

い
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
作
品
も
現
実
に
は
存
在
し
て

い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
玉
石
混
交
の
分
野
を
対
象

と
す
る
と
な
る
と
、
大
学
と
し
て
、
ど
う
い
う
方

向
性
を
も
っ
て
人
材
育
成
を
す
れ
ば
い
い
の
か
、

教
育
研
究
の
目
標
に
し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と

が
問
題
と
な
り
、
そ
の
議
論
や
検
討
に
長
い
時
間

を
費
や
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

現
在
、
技
術
が
め
ざ
ま
し
く
進
歩
し
、
映
像
の

見
ら
れ
方
が
変
化
し
て
き
て
い
る
な
か
で
、
こ
う

し
た
環
境
の
変
化
に
耐
え
ら
れ
る
よ
う
な
柔
軟
性

を
持
ち
つ
つ
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
コ
ア
と
な
っ

て
い
る
創
造
性
の
エ
ッ
セ
ン
ス
（
本
質
）
を
教
え

る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
藝
大
の
ア
ニ
メ

ー
シ
ョ
ン
専
攻
は
、
す
で
に
で
き
上
が
っ
て
い
る

表
現
を
継
承
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
ほ
ん

と
う
に
コ
ア
な
部
分
を
押
さ
え
る
こ
と
で
、
ア
ニ

メ
ー
シ
ョ
ン
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
持
っ
て
お
き
た
い

と
考
え
ま
し
た
。
こ
う
し
た
合
意
が
得
ら
れ
た
上

で
、
そ
れ
に
応
え
て
く
れ
る
優
秀
な
人
材
を
探
す

と
い
う
作
業
が
続
き
、
結
果
と
し
て
こ
の
よ
う
な

す
ば
ら
し
い
形
で
実
現
に
至
っ
た
と
考
え
て
い
ま

す
。 伊藤有壱（いとう･ゆういち）

教授 ── 立体アニメーション領域
1962年東京生まれ。ＶＦＸプロダクション、ＣＧプロダクシ
ョンを経て、1998年 I.TOON Ltd.を設立、同主宰。クレイを
中心にあらゆるアニメーション技法を駆使して、ＴＶ番組、Ｃ
Ｍ、ミュージックビデオなどを制作するアニメーションディレ
クター。代表作はＮＨＫ教育『ニャッキ！』、宇多田ヒカル
『traveling』ＭＶ、平井堅
『キミはともだち』ＭＶ、
『ピンキー』、『Ora2』ＣＭ
など多数。ＮＨＫ『デジタ
ル・スタジアム』キュレー
ター（2000年～）、第10
回広島国際アニメーション
フェスティバル国際選考委
員のほか、日本アニメーシ
ョン協会理事も務める。
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新
任
の
抱
負
と
期
待

伊
藤　

私
の
場
合
、
教
育
機
関
で
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ

ン
を
学
ん
だ
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
商
業

映
像
の
現
場
で
、
第
一
線
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
デ

ィ
レ
ク
タ
ー
と
し
て
現
在
形
で
関
わ
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
や
、
藝
大
卒
業
生
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
か
ら
今
回
声
が
か
か
っ
た
の
で
は
と
思
っ
て
い

ま
す
。
映
像
業
界
に
身
を
置
き
、
膨
大
な
数
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
わ
り
な
が
ら
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン

に
つ
い
て
日
々
考
え
て
い
ま
す
が
、
結
論
が
出
た

わ
け
で
は
な
く
、
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し
て
ジ
ャ
ン

ル
自
体
が
急
速
に
進
化
し
て
い
く
「
ア
ニ
メ
ー
シ

ョ
ン
表
現
」
の
行
方
を
見
届
け
た
い
と
い
う
想
い

で
、
答
え
は
学
生
と
と
も
に
一
緒
に
作
っ
て
い
き

た
い
と
考
え
お
受
け
し
ま
し
た
。

　

四
人
の
教
員
の
な
か
で
、
私
は
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク

か
ら
遠
い
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
商
業
的
な
立
場
に

い
る
と
思
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
が
目
や
耳
に
し
や

す
い
放
送
や
広
告
等
の
ジ
ャ
ン
ル
で
活
躍
す
る
こ

と
に
誇
り
を
持
っ
て
や
っ
て
き
た
わ
け
で
す
か
ら
、

か
た
や
芸
術
、
あ
る
い
は
大
学
教
育
に
お
け
る
ア

ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
と
ら
わ
れ
ず

に
、
自
分
の
経
験
を
活
か
し
、
さ
ら
に
最
新
の
価

値
を
築
く
つ
も
り
で
今
自
分
が
で
き
る
こ
と
を
こ

こ
で
や
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

岡
本　

今
回
、
私
が
藝
大
の
教
員
に
決
ま
っ
た
と

き
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
人
た
ち
は
び
っ
く
り
し
て
、「
な

ぜ
芸
術
系
で
も
な
い
君
が
そ
の
仕
事
を
や
る
の
」

と
言
わ
れ
た
ぐ
ら
い
で
す
の
で
、
自
分
に
対
し
て

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
試
み
を
期
待
さ
れ
て
い
る
と
思

っ
て
い
ま
す
。
ま
た
逆
に
言
う
と
、
藝
大
に
は
こ

れ
ま
で
に
培
っ
て
き
た
伝
統
と
そ
れ
に
伴
う
自
信

が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
分

野
に
一
歩
踏
み
込
ま
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
ま
た
、
外
部
の
方
も
そ
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
リ
テ

ィ
ー
へ
の
期
待
は
大
き
い
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
と
い
う
立
場
で
こ
こ
に

呼
ば
れ
た
と
自
覚
し
て
い
る
の
で
す
が
、
プ
ロ
デ

ュ
ー
サ
ー
に
は
や
る
べ
き
こ
と
が
ふ
た
つ
あ
り
、

ま
た
こ
の
学
校
で
や
り
た
い
こ
と
も
ふ
た
つ
あ
る

の
で
す
。

　

ひ
と
つ
は
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
や
映
画
の
世
界

で
は
、
ま
だ
確
立
さ
れ
て
い
な
い
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ

ー
論
、
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
論
の
確
立
で
す
。
個
人
の

持
っ
て
い
る
強
烈
な
個
性
や
勘
、
経
験
と
人
脈
に

よ
っ
て
獲
得
し
た
も
の
を
お
持
ち
の
プ
ロ
デ
ュ
ー

サ
ー
は
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
世
界
に
も
た
く
さ

ん
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
個
人

の
も
の
で
、
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
と
は
何
か
と
い
う
議

論
は
ま
だ
ま
だ
成
熟
に
至
っ
て
い
ま
せ
ん
。
で
す

か
ら
今
回
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
専
攻
の
な
か
で
、

個
別
の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
を
、
学
生
も
含
め
て
積

み
重
ね
て
い
き
な
が
ら
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
論
を
ま
と

め
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
、
学
校
と
し
て
の
プ
ロ
デ
ュ
ー

ス
と
い
う
部
分
で
す
。
藝
大
も
国
立
大
学
法
人
化

し
て
、
産
学
官
連
携
や
学
校
同
士
、
あ
る
い
は
地

域
や
海
外
と
の
連
携
が
大
き
な
課
題
に
な
っ
て
い

ま
す
。
過
去
に
国
立
大
学
が
〝
象
牙
の
塔
〞
と
言

わ
れ
て
き
た
な
か
で
、
今
こ
そ
、
新
し
い
オ
ー
プ

ン
な
試
み
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う

「
教
育
・
研
究
機
関
」
と
し
て
の
大
学
か
ら
起
こ

し
て
い
く
新
し
い
ス
キ
ー
ム
の
提
案
が
で
き
れ
ば

面
白
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

山
村　

こ
れ
ま
で
は
出
身
校
の
東
京
造
形
大
学
で

客
員
教
授
や
非
常
勤
講
師
を
務
め
た
こ
と
は
あ
る

の
で
す
が
、
教
育
に
深
入
り
し
な
い
よ
う
に
距
離

を
置
い
て
き
ま
し
た
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
作
家

と
し
て
作
品
を
世
に
示
し
て
い
く
こ
と
が
今
自
分

の
や
る
べ
き
こ
と
で
、
こ
の
領
域
に
と
っ
て
広
く

影
響
を
与
え
て
い
け
る
こ
と
だ
と
思
い
続
け
て
き

た
か
ら
で
す
。

　

そ
の
反
面
「
ア
ー
ト
・
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
」
と

い
っ
た
言
葉
が
ひ
と
り
立
ち
し
て
、「
商
業
ア
ニ

メ
ー
シ
ョ
ン
」
と
二
項
対
立
み
た
い
な
形
に
な
っ

て
い
る
ん
で
す
ね
。
た
だ
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
こ

の
十
年
ぐ
ら
い
の
幻
想
で
、
僕
が
追
求
し
よ
う
と

し
て
い
た
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
正
し
い
形
と
い
う

も
の
が
、
世
の
な
か
で
は
全
く
理
解
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
に
、
歯
が
ゆ
い
思
い
で
い
た
わ
け
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
自
分
が
求
め
て
い
る
理
想
と
の
距

離
を
ど
の
よ
う
に
縮
め
て
い
け
ば
い
い
か
と
考
え

た
と
き
に
、
日
本
の
な
か
で
は
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン

に
対
す
る
評
論
や
教
育
が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
、

研
究
が
一
般
に
ま
で
浸
透
し
て
い
な
い
と
い
う
状

況
が
あ
り
ま
す
。
加
え
て
、
映
画
の
よ
う
に
批
評

言
語
を
使
っ
て
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
が
語
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
が
全
く
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
反

省
点
も
あ
り
、
言
語
で
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
考
え

よ
う
と
い
う
活
動
を
や
り
始
め
た
矢
先
だ
っ
た
の

で
す
。
こ
れ
ま
で
子
ど
も
向
け
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
か
ら
マ
ス
タ
ー
ク
ラ
ス
ま
で
、
い
ろ
い
ろ
な
世

代
に
向
け
て
海
外
で
の
講
演
も
や
っ
て
き
た
の
で

す
が
、
自
分
が
も
し
本
格
的
に
教
育
に
携
わ
る
の

で
あ
れ
ば
、
あ
る
程
度
の
専
門
的
な
知
識
を
身
に

つ
け
た
人
た
ち
に
何
か
を
伝
え
た
い
と
い
う
こ
と

が
あ
り
、
大
学
院
と
い
う
場
に
す
ご
く
魅
力
を
感

じ
ま
し
た
。

出
口　

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
的
な
原
理
と
い
う
の
は

昔
か
ら
あ
る
わ
け
で
す
が
、
長
ら
く
映
画
に
非
常

に
力
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
な
か
で
ア
ニ
メ
ー
シ

ョ
ン
を
作
る
と
い
う
動
き
が
続
い
た
わ
け
で
す
。

そ
の
た
め
「
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
」
と
「
ア
ニ
メ
ー

シ
ョ
ン
映
画
」
に
は
本
当
は
違
う
と
こ
ろ
が
あ
る

の
に
、
同
一
視
さ
れ
て
き
て
し
ま
い
ま
し
た
。
と

こ
ろ
が
最
近
に
な
っ
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
影

響
が
大
き
い
の
で
す
が
、
必
ず
し
も
フ
ィ
ル
ム
を

使
わ
な
い
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
像
と
い
う
も
の
が

た
く
さ
ん
出
て
き
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
若
い

世
代
の
人
は
映
画
と
は
全
く
無
関
係
に
「
ア
ニ
メ

ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
も
の
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
の
に

対
し
て
、
あ
る
年
齢
よ
り
上
の
人
は
以
前
か
ら
の

「
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
」
と
い
う
捉
え
方
の
ま

ま
だ
と
い
う
ギ
ャ
ッ
プ
が
生
ま
れ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
映
画
の
一
部
と
し
て
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
見
、

理
解
し
て
い
た
我
々
ぐ
ら
い
の
世
代
と
、
若
い
世

代
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
受
け
と
め
方
は
ど
ん
ど

ん
離
れ
て
い
き
つ
つ
あ
る
の
で
す
。
ど
ち
ら
が
い

い
か
と
い
う
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
ま
ず
歴
史
的
な
視
点
を
再
設
定
す
る
必

要
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
も
そ
も
社
会
的

な
合
意
と
し
て
、
状
況
が
か
け
離
れ
つ
つ
あ
る
と

い
う
こ
と
自
体
も
自
覚
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
だ
か

ら
そ
れ
を
ど
こ
か
で
や
る
と
し
た
ら
、
日
本
で
は

や
は
り
大
学
院
み
た
い
な
と
こ
ろ
し
か
な
い
か
な

岡本美津子（おかもと・みつこ）
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と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
同
時
に
、
藝
大
に
ア

ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
専
攻
が
開
設
さ
れ
る
意
味
に
も
な

っ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

第
一
期
生
の
印
象
と
こ
れ
か
ら
の
課
題

伊
藤　

開
設
か
ら
三
か
月
ほ
ど
経
過
し
て
、
こ
の

大
学
院
生
達
が
、
い
い
方
向
に
成
長
し
て
き
て
い

る
の
を
感
じ
て
ま
ず
は
安
心
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

今
ま
で
学
部
で
非
常
勤
講
師
と
し
て
教
え
る
こ

と
は
あ
り
ま
し
た
が
、
多
く
の
学
生
が
「
ア
ニ
メ

ー
シ
ョ
ン
＝
面
白
い
も
の
」
と
い
う
印
象
を
持
っ

て
い
ま
し
た
。
間
違
い
で
は
な
い
の
で
す
が
、
す

べ
て
の
表
現
を
見
渡
し
た
と
き
に
自
分
の
な
か
に

続
け
る
価
値
を
見
出
す
に
は
、
技
術
的
な
こ
と
内

面
的
な
こ
と
を
研
究
開
発
し
な
が
ら
続
け
る
必
要

が
あ
る
の
で
す
。
私
が
大
学
を
卒
業
し
た
こ
ろ
よ

り
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
知
識
や
情
報
を
得

ら
れ
る
環
境
が
豊
か
に
な
り
、
院
生
た
ち
も
そ
の

な
か
で
育
っ
て
き
た
せ
い
か
、
そ
の
辺
り
の
意
識

は
一
歩
進
ん
で
い
る
よ
う
で
す
。
た
だ
、
ま
だ
自

分
が
得
意
な
と
こ
ろ
以
外
は
欠
け
て
い
る
と
感
じ

る
時
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
に

必
要
な
観
察
力
な
ど
基
本
能
力
の
未
熟
さ
で
す
。

作
り
出
す
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
は
雰
囲
気
が
あ
る

し
、
内
面
も
見
よ
う
と
し
て
い
る
の
に
そ
れ
を
構

成
す
る
大
事
な
も
の
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
気

が
し
ま
す
。

　

今
、
院
生
た
ち
は
、
先
生
た
ち
の
プ
ラ
ス
の
パ

ワ
ー
を
す
ご
い
勢
い
で
体
験
し
、
吸
収
し
て
い
る

最
中
で
す
。
そ
の
様
子
を
見
て
い
る
と
、
入
学
時

か
ら
だ
い
ぶ
変
わ
っ
て
き
た
手
ご
た
え
も
感
じ
る

し
、
こ
の
先
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
し
、
表
現
者
と
し

て
成
長
し
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
る
も
の
と
期
待

し
て
い
ま
す
。

藤
幡　

絵
が
上
手
に
描
け
て
も
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン

は
で
き
ま
せ
ん
。
油
絵
で
対
象
を
リ
ア
ル
に
描
く

こ
と
と
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
は
違
っ
て
い
て
、
ア

ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、
動
き
に
よ
っ
て
対
象
の
特

殊
な
特
徴
や
性
格
を
表
現
す
る
と
い
う
能
力
が
必

要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
し
て
こ
こ
が
最
初
に
話

し
た
エ
ッ
セ
ン
ス
と
つ
な
が
っ
て
き
ま
す
。
既
存

の
産
業
と
し
て
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
上
手
く
真

似
で
き
る
人
材
を
育
成
し
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
業

界
に
進
ん
で
も
ら
う
の
で
は
な
く
て
、
ア
ニ
メ
ー

シ
ョ
ン
の
本
質
、
ク
ロ
ッ
キ
ー
や
デ
ッ
サ
ン
と
は

違
う
対
象
の
捉
え
方
を
、
こ
の
専
攻
で
実
現
で
き

れ
ば
い
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

山
村　

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
は
「
動
く
絵
」
を
描

い
て
い
る
よ
う
な
錯
覚
が
あ
る
の
で
す
が
、
絵
そ

の
も
の
は
あ
く
ま
で
も
動
き
を
つ
く
る
た
め
の
素

材
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
の
黒
丸
の
コ
マ
と

コ
マ
の
位
置
の
差
だ
け
で
感
情
や
感
覚
を
表
現
で

き
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
全
て
を
取
り
払
い
、
表

情
も
目
鼻
も
つ
け
ら
れ
な
い
も
の
で
も
、
コ
マ
撮

り
す
る
こ
と
で
何
か
が
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、

短
い
課
題
で
や
っ
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

藤
幡　

藝
大
が
、
大
学
院
と
し
て
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ

ン
を
教
え
て
ゆ
く
意
義
は
、
こ
う
い
っ
た
と
こ
ろ

に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
日
本
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン

は
、
現
在
海
外
の
人
た
ち
か
ら
非
常
に
注
目
さ
れ

て
い
る
訳
で
す
が
、
彼
ら
は
、
な
ぜ
日
本
で
こ
れ

だ
け
優
れ
た
ア
ニ
メ
や
漫
画
作
品
が
生
ま
れ
、
若

者
た
ち
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
か
、
な
ぜ
そ

ん
な
に
惹
か
れ
た
の
か
と
い
う
疑
問
を
持
っ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
実
際
に
海
外
の
研
究
者
が
日
本

に
来
て
も
そ
れ
に
対
し
て
答
え
を
与
え
て
く
れ
る

場
所
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
大
き
な
問
題
な
ん

で
す
。
違
う
視
点
か
ら
み
る
と
す
ば
ら
し
い
観
光

資
源
に
な
る
の
に
、
全
く
有
効
活
用
さ
れ
て
い
な

い
の
で
す
。
実
際
に
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
現
場
で

忙
し
い
時
間
を
過
ご
し
て
い
る
人
た
ち
は
、
ほ
と

ん
ど
制
作
に
没
頭
し
て
い
る
だ
け
で
す
の
で
、
自

分
た
ち
の
作
品
を
客
観
的
に
対
象
化
し
て
見
る
こ

と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
落
語
や
鳥
獣
戯
画
な

ど
を
見
て
も
わ
か
る
と
お
り
、
日
本
に
は
慈
し
み

を
感
じ
さ
せ
る
芸
術
文
化
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ

に
つ
い
て
も
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
視
点
か
ら
、

言
葉
に
し
て
説
明
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
こ
ま
で
遡
っ
た
議
論
を
す
る
場
が
、
非
常

に
必
要
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

美
術
・
音
楽
分
野
の
場
合
に
は
、
藝
大
が
明
治

期
に
で
き
て
い
る
の
で
、
産
業
と
大
学
が
並
行
し

て
発
達
し
て
き
ま
し
た
。
先
生
方
は
、
自
分
の
生

徒
を
院
展
や
日
展
に
送
り
出
す
こ
と
で
、
プ
ロ
デ

ュ
ー
ス
し
て
き
た
の
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
映

画
映
像
分
野
で
は
、
産
業
は
ひ
と
り
先
行
し
て
い

る
た
め
に
、
学
生
の
卒
業
後
の
進
路
に
つ
い
て
も
、

産
業
界
と
の
つ
な
が
り
が
弱
い
た
め
に
、
そ
れ
ほ

ど
簡
単
で
は
な
い
部
分
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
意
味

で
、
我
々
は
先
行
す
る
産
業
界
に
対
す
る
つ
な
ぎ

目
と
し
て
、
積
極
的
に
道
筋
を
作
っ
て
い
か
な
い

と
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

岡
本　

私
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
『
デ
ジ
タ
ル
ス
タ
ジ
ア

ム
』
と
い
う
番
組
を
や
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は

実
際
に
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
や
メ
デ
ィ
ア
ア
ー
ト
作

品
を
番
組
に
送
っ
て
も
ら
い
、
そ
れ
を
審
査
し
、

優
れ
た
作
品
を
放
送
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。
大

学
生
が
つ
く
っ
た
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
も
た
く
さ
ん

寄
せ
ら
れ
て
き
て
、
も
う
九
年
目
に
な
る
の
で
す

が
、
こ
れ
ま
で
に
三
千
作
品
以
上
が
集
ま
っ
て
き

ま
し
た
。

　

こ
の
番
組
を
提
案
し
企
画
し
た
意
図
は
、
発
表

の
場
、
評
価
さ
れ
る
場
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
こ
と

だ
っ
た
の
で
す
。
異
論
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
日
本
で
作
品
を
発
表
す
る
一
番
の
〝
晴
れ
の

場
〞
は
当
時
テ
レ
ビ
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、

そ
こ
に
登
場
さ
せ
て
あ
げ
れ
ば
少
し
は
エ
ン
カ
レ

ッ
ジ
（
支
援
）
が
で
き
る
か
な
と
い
う
気
持
ち
で

番
組
を
始
め
ま
し
た
。
こ
う
い
う
形
で
の
プ
ロ
デ

ュ
ー
ス
に
関
し
て
は
、
ゴ
ー
ル
の
設
定
と
い
う
の

が
非
常
に
大
切
に
な
っ
て
き
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
場
合
は
、
世
界
的
な
視
野
で

捉
え
た
場
合
に
、
テ
レ
ビ
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と

が
微
妙
な
ん
で
す
。

　

こ
の
間
、
フ
ラ
ン
ス
、
ア
ヌ
シ
ー
の
ア
ニ
メ
ー

シ
ョ
ン
・
フ
ェ
ス
テ
バ
ル
に
行
っ
て
き
た
の
で
す

が
、
そ
こ
で
世
界
の
作
家
た
ち
の
一
番
の
〝
晴
れ

の
場
〞
は
、
テ
レ
ビ
で
は
な
く
て
、
ク
オ
リ
テ
ィ

ー
の
高
い
大
劇
場
で
評
価
す
る
目
を
持
っ
た
人
が

観
る
と
こ
ろ
だ
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
し

た
。
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
論
の
な
か
で
は
、
ど
う
い
う

評
価
軸
で
、
ど
う
い
う
場
で
評
価
し
て
も
ら
う
か

と
い
う
と
こ
ろ
も
設
定
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け

な
い
の
で
す
が
、
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
こ
れ

か
ら
い
ろ
い
ろ
研
究
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。
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先
ほ
ど
、
エ
ッ
セ
ン
ス
と
か
コ
ア
と
い
う
話
が

あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
、
既
存
の
コ
ン
テ
ン
ツ
制
作

を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
う
い
う
も
の
は
絶

対
に
出
て
き
ま
せ
ん
。
メ
デ
ィ
ア
が
変
化
し
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
出
て
き
て
、
い
ず
れ
携
帯
の
動

画
の
時
代
が
来
る
な
ど
と
言
わ
れ
て
い
る
な
か
で
、

エ
ッ
セ
ン
ス
や
コ
ア
を
持
っ
た
も
の
だ
け
が
新
し

い
と
こ
ろ
を
切
り
開
け
る
と
い
う
感
じ
が
し
て
い

る
ん
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
私
の
も
う
ひ
と

つ
の
役
割
は
、
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
や
新
し
い
コ
ン

テ
ン
ツ
を
院
生
と
一
緒
に
考
え
て
い
く
こ
と
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。

出
口　

問
題
点
と
い
う
こ
と
で
は
、
評
価
軸
の
揺

ら
ぎ
が
根
源
か
と
思
い
ま
す
。
作
品
を
見
る
、
あ

る
い
は
作
品
を
ど
う
受
け
と
め
る
か
と
い
う
こ
と

が
拡
散
し
て
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ

て
い
ま
す
。
メ
デ
ィ
ア
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
レ

ヴ
ェ
ル
で
考
え
る
と
、
メ
デ
ィ
ア
に
は
ど
ん
な
内

容
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
得
る
わ
け
で
す
か
ら
、
内

容
の
善
し
悪
し
は
問
題
に
さ
れ
ず
、
メ
デ
ィ
ア
に

接
す
る
側
は
知
ら
ず
知
ら
ず
に
善
し
悪
し
を
あ
ま

り
考
え
な
い
と
い
う
傾
向
が
助
長
さ
れ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

映
画
の
世
界
で
も
メ
デ
ィ
ア
へ
の
注
目
と
並
行

し
て
、
批
評
と
い
う
も
の
が
ど
ん
ど
ん
衰
退
し
て

し
ま
い
、
紹
介
は
あ
る
け
れ
ど
批
評
は
な
い
と
い

う
状
況
で
す
。
今
そ
れ
に
代
わ
る
よ
う
に
、
ネ
ッ

ト
の
な
か
で
多
く
の
人
が
映
画
に
つ
い
て
お
し
ゃ

べ
り
を
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
な
か
か
ら
す
ぐ
れ

た
批
評
が
出
て
く
る
か
と
い
う
と
、
疑
問
で
す
。

価
値
が
多
様
化
し
て
だ
れ
も
が
何
を
言
っ
て
も
い

い
よ
う
な
時
代
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
ど
れ
も
が

同
等
の
意
味
を
持
つ
こ
と
な
ど
あ
り
得
ま
せ
ん
。

い
く
つ
も
の
意
見
の
な
か
で
ど
れ
が
妥
当
か
を
判

断
す
る
こ
と
が
不
要
に
な
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
れ
な
ら
作
品
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
受
け

止
め
る
か
、
そ
し
て
捉
え
た
認
識
を
ど
の
よ
う
に

広
め
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
か
ら
や
り
始
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

今
い
ち
ば
ん
痛
感
し
て
い
る
の
は
、
若
い
人
は

今
の
状
況
を
本
能
的
に
実
に
う
ま
く
使
う
の
で
す

が
、
今
ま
で
重
要
だ
っ
た
こ
と
か
ら
は
簡
単
に
離

れ
て
し
ま
う
こ
と
で
す
。
な
ぜ
メ
デ
ィ
ア
が
重
要

に
な
っ
た
か
、
あ
る
い
は
な
ぜ
批
評
と
い
う
こ
と

が
疎
ん
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
そ
こ
に
は

裏
返
し
の
重
要
な
意
味
合
い
が
あ
っ
て
、
歴
史
的

文
脈
に
無
関
心
な
こ
と
が
、
作
品
を
軽
視
す
る
こ

と
や
作
品
に
つ
い
て
評
価
し
な
い
と
い
う
こ
と
が

つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

ど
れ
が
妥
当
な
見
解
か
を
、
好
き
嫌
い
で
も
人
間

関
係
で
も
な
く
別
の
基
準
で
判
断
す
る
と
い
う
こ

と
が
今
は
も
う
で
き
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ

を
再
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
本
質
と
は
何
か

藤
幡　

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な

く
、
つ
く
り
手
が
話
す
言
葉
と
は
何
か
と
い
う
こ

と
で
す
よ
ね
。
私
た
ち
が
了
解
し
て
い
る
の
は

「
な
ぜ
こ
れ
を
つ
く
っ
た
か
」
と
い
う
こ
と
を
、

最
低
限
他
人
に
言
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か

し
日
本
で
は
そ
う
い
う
教
育
を
し
て
こ
な
か
っ
た

の
で
、
あ
る
種
の
天
才
か
、
あ
る
い
は
長
く
修
練

を
続
け
た
上
で
出
て
来
る
言
葉
と
い
っ
た
も
の
だ

け
し
か
、
無
か
っ
た
訳
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
海
外
に
行
く
と
そ
れ
で
は
全
然
通
用

し
ま
せ
ん
。
映
像
の
よ
う
な
ユ
ニ
ー
バ
ー
サ
ル
な

土
俵
で
表
現
す
る
と
き
に
は
、
自
分
の
作
品
に
い

っ
た
い
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
言

葉
で
語
れ
な
い
と
非
常
に
弱
い
立
場
に
お
か
れ
る

と
い
う
現
実
が
あ
る
の
で
す
。

　

も
う
ひ
と
つ
先
ほ
ど
か
ら
話
題
に
な
っ
て
い
る

の
は
、
批
評
性
の
欠
如
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
例

え
ば
昔
の
学
生
は
、
自
分
の
言
い
た
い
こ
と
を
言

い
合
っ
て
、
い
い
意
味
で
喧
嘩
を
し
ま
し
た
。
で

も
今
の
若
い
世
代
は
、
言
葉
の
上
で
も
肉
体
的
に

も
喧
嘩
を
し
な
く
な
っ
て
、
他
者
と
の
関
係
を
適

当
な
ま
ま
に
過
ご
す
と
い
う
術
を
、
幼
い
頃
か
ら

学
ん
で
き
た
よ
う
に
見
え
ま
す
。
今
の
三
十
代
の

前
半
あ
た
り
か
ら
、
大
き
な
変
化
が
あ
っ
て
、
自

分
の
本
質
と
い
う
の
を
強
く
突
き
詰
め
な
い
学
生

が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
他
者
と
巧
く
付
き
合
っ

て
い
く
と
い
う
方
法
論
だ
け
を
持
っ
て
い
る
の
で

す
が
、
そ
れ
で
は
作
品
を
つ
く
れ
な
い
は
ず
で
す
。

作
家
に
な
る
た
め
に
、
自
分
を
突
き
詰
め
る
と
い

う
こ
と
を
、
も
っ
と
赤
裸
々
に
や
っ
て
ほ
し
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

山
村　

僕
も
美
術
学
部
で
絵
画
科
に
い
た
の
で
す

が
、
絵
画
で
も
の
を
描
く
と
き
は
す
ご
く
突
き
詰

め
て
考
え
て
、
あ
る
種
の
哲
学
か
ら
始
ま
る
ん
で

す
よ
。
で
も
今
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
や
っ
て
い
る

二
十
代
、
三
十
代
の
人
た
ち
は
ス
タ
イ
ル
か
ら
こ

の
世
界
に
来
て
い
る
印
象
が
あ
る
ん
で
す
。
僕
は

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
、
自
分
が
い
ろ
い
ろ
な
も
の

を
追
求
す
る
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
選
ん
だ
わ
け
で
す

が
、
い
ま
の
人
た
ち
は
、
真
剣
に
考
え
て
ア
ニ
メ

ー
シ
ョ
ン
の
世
界
に
踏
み
込
ん
だ
の
か
疑
問
に
感

じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
世
界
で
や
っ
て
い
く

に
は
、
や
は
り
言
語
化
が
求
め
ら
れ
る
。
海
外
で

審
査
員
の
経
験
上
、
ど
こ
が
ど
う
い
い
か
言
え
な

け
れ
ば
評
価
な
ん
か
で
き
な
い
ん
で
す
。
逆
に
言

語
化
出
来
な
い
と
い
う
事
は
、
自
分
の
す
る
べ
き

事
に
無
自
覚
な
ま
ま
、
作
品
も
伸
び
悩
む
と
思
う

の
で
す
。
映
画
祭
と
い
う
の
は
、
見
識
を
も
っ
た

批
評
家
や
作
家
が
作
品
を
選
び
、
歴
史
の
ポ
イ
ン

ト
を
つ
く
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
日
本
だ

け
の
問
題
で
は
な
く
て
、
世
界
的
に
「
ア
ニ
メ
ー

シ
ョ
ン
評
論
」
と
い
う
も
の
が
い
ま
だ
確
立
し
て

は
い
な
い
と
い
う
の
が
現
状
だ
と
い
う
実
感
が
あ

り
ま
す
。

　

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
本
質
と
し
て
、
言
語
化
す

る
以
前
の
感
覚
や
芸
術
的
な
感
性
が
根
底
に
あ
る
。

だ
か
ら
子
ど
も
た
ち
が
す
ご
く
喜
ぶ
要
素
が
入
っ

て
く
る
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
う
い
っ
た
部
分
に

だ
け
反
応
し
て
し
ま
っ
て
、
言
語
化
が
す
ご
く
苦

手
な
人
た
ち
が
こ
の
世
界
に
来
る
。
そ
こ
に
共
感

や
同
情
は
す
る
の
で
す
が
、
た
く
さ
ん
の
経
験
を

経
て
い
く
な
か
で
や
は
り
自
分
な
り
の
「
言
語
」

を
獲
得
す
る
必
要
性
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
て
い
ま

す
。

伊
藤　

哲
学
や
芸
術
と
い
っ
た
揺
る
が
な
い
本
質

の
部
分
と
、
産
業
的
な
面
で
は
表
現
に
お
け
る
進

化
の
勢
い
が
と
め
ら
れ
な
い
と
い
う
現
実
の
ダ
イ

ナ
ミ
ズ
ム
を
私
は
肌
で
感
じ
て
い
ま
す
。
ゲ
ー
ム

ひ
と
つ
を
と
っ
て
み
て
も
、
表
面
的
な
も
の
だ
け

で
は
な
く
背
景
に
は
開
発
者
た
ち
の
哲
学
が
あ
っ
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て
、
彼
ら
の
話
を
聞
い
て
み
る
と
非
常
に
興
味
深

い
ん
で
す
ね
。

　

ま
た
一
方
で
、
言
葉
を
聞
い
て
頭
で
知
る
こ
と

と
、
自
身
が
実
践
で
き
る
と
で
は
大
き
な
差
が
あ

り
ま
す
。
大
事
な
情
報
を
言
葉
で
聞
き
、
理
解
す

る
の
は
大
切
で
す
が
、
よ
り
消
化
し
て
自
分
の
手

を
経
て
作
品
に
で
き
な
い
と
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。

今
、
立
体
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
演
習
で
、
院
生
た

ち
が
い
ち
ば
ん
苦
手
と
す
る
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
を

や
ら
せ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
言
葉
も
含
め

た
人
間
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
も
鍛
錬

さ
れ
る
し
、
自
分
の
ア
イ
デ
ア
を
形
に
す
る
ま
で

に
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
ど
れ
だ
け
ど
の
よ
う
に
使
う

か
を
実
体
験
す
る
。
ハ
ー
ド
な
状
態
が
つ
づ
く
な

か
で
苦
痛
も
伴
う
の
で
す
が
、
仕
上
げ
て
い
く
段

階
を
見
て
い
る
と
成
長
を
感
じ
て
た
の
も
し
い
で

す
ね
。

時
代
環
境
と
藝
大
の
役
割

岡
本　

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
の
は
一
種
の

「
確
信
犯
」
だ
と
思
う
ん
で
す
よ
。
制
作
手
法
を

考
え
る
と
、
テ
レ
ビ
の
場
合
、
複
数
の
カ
メ
ラ
で

撮
影
し
た
映
像
を
副
調
整
室
に
集
め
、
そ
の
な
か

か
ら
い
い
映
像
を
瞬
時
に
選
択
し
て
リ
ア
ル
タ
イ

ム
に
つ
な
い
で
い
く
と
い
う
手
法
を
と
る
こ
と
が

多
い
。
そ
の
場
そ
の
場
で
の
い
い
絵
を
選
択
す
る

の
で
、
偶
然
性
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
、
要
す

る
に
つ
く
り
こ
ん
で
い
な
い
わ
け
で
す
。
で
も
、

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
は
つ
く
り
込
み
で
す
か
ら
、

「
確
信
犯
」
の
「
確
信
」
と
い
う
部
分
を
本
人
が

持
っ
て
い
な
い
と
い
け
な
く
て
、
偶
然
性
に
よ
っ

て
は
何
も
生
ま
れ
ま
せ
ん
。
本
人
が
そ
の
確
信
を

持
っ
て
い
な
い
と
い
い
作
品
が
で
き
な
い
と
い
う

の
が
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
特
質
だ
と
思
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
そ
の
確
信
を
い
か
に
持
っ
て
、
そ
れ

を
い
ち
ば
ん
伝
達
能
力
の
高
い
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る

言
語
に
し
て
い
く
か
と
い
う
訓
練
を
、
こ
の
大
学

院
で
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
で
す
。

　

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
は
個
人
制
作
も
で
き
る
わ
け

で
、
大
学
院
に
来
る
意
味
は
な
い
で
す
よ
ね
。
そ

う
す
る
と
こ
こ
に
来
る
メ
リ
ッ
ト
と
い
う
の
は
、

パ
ソ
コ
ン
レ
ベ
ル
で
見
る
も
の
で
は
な
く
、
大
劇

場
に
か
か
る
ぐ
ら
い
ク
オ
リ
テ
ィ
ー
の
高
い
も
の

を
ト
ー
タ
ル
の
力
を
使
っ
て
つ
く
ろ
う
と
し
て
い

る
と
こ
ろ
だ
と
思
う
の
で
す
。
映
像
的
に
も
、
音

楽
的
に
も
、
大
学
の
ノ
ウ
ハ
ウ
と
各
先
生
の
ノ
ウ

ハ
ウ
を
吸
収
し
つ
つ
様
々
な
機
材
を
利
用
し
て
大

作
を
制
作
で
き
る
こ
と
が
、
大
学
院
の
メ
リ
ッ
ト

だ
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
は
制
作
し
た
作
品
の
ト

ー
タ
ル
な
評
価
軸
、
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
ま
で
つ
く

ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
。

山
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短
編
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
の
は
発
表

の
場
が
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
の
ア
ニ
メ
ー

シ
ョ
ン
が
世
界
の
な
か
で
優
れ
て
い
る
と
い
う
幻

想
が
か
な
り
あ
る
の
で
す
が
、
映
画
祭
へ
行
く
と

日
本
人
の
作
品
が
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
の
ほ
う
が

稀
で
し
た
。

　

こ
の
数
年
、
よ
う
や
く
若
い
人
た
ち
も
海
外
の

映
画
祭
に
積
極
的
に
作
品
を
出
品
す
る
よ
う
に
な

っ
て
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
ま
で
は
イ
ン
デ
ィ
ペ
ン

デ
ン
ト
（
独
立
系
）
な
作
家
た
ち
に
、
三
千
人
ク

ラ
ス
の
劇
場
で
か
け
ら
れ
る
ク
オ
リ
テ
ィ
ー
の
ア

ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
つ
く
る
と
い
う
意
識
が
全
く
欠

け
て
い
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
の
で
す
。
自
分

の
見
せ
ら
れ
る
環
境
の
な
か
で
設
定
し
て
作
品
を

つ
く
る
と
い
っ
た
視
野
の
狭
さ
が
あ
っ
て
、
そ
う

い
っ
た
点
で
い
え
ば
こ
の
大
学
院
に
来
る
と
、
も

っ
と
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い
作
品
づ
く
り
が
で
き
る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

出
口　

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
希
望
者
を
募
る
と
、

ほ
ぼ
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
つ
く
り
手
、
作
家
に

な
り
た
い
と
答
え
ま
す
。
し
か
し
、
ど
ん
な
時
代

に
も
優
れ
た
作
家
は
そ
ん
な
に
多
く
な
い
わ
け
で
、

作
家
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
と
て
も
厳
し
い
道
だ

と
思
う
の
で
す
。
併
せ
て
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
世

界
に
は
作
家
以
外
の
道
が
色
々
と
あ
る
と
い
う
こ

と
も
理
解
し
て
く
れ
る
と
い
い
と
思
い
ま
す
。
こ

こ
で
は
そ
う
い
う
道
も
開
い
て
い
る
つ
も
り
な
ん

で
す
。

　

作
家
は
、
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
や
評
論
家
の
よ
う

な
周
辺
に
い
る
人
々
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
も
知
っ
て
い
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
。
む
し

ろ
そ
れ
ら
の
人
た
ち
の
質
が
高
ま
る
こ
と
が
大
事

な
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
も
思
い
ま
す
。
教
育
研
究
を

や
り
た
い
か
ら
、
あ
る
い
は
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
を

や
り
た
い
か
ら
本
専
攻
に
来
る
と
い
う
よ
う
に
、

い
ろ
い
ろ
な
形
で
自
由
に
考
え
て
も
ら
い
た
い
ん

で
す
よ
ね
。
作
家
を
目
指
し
て
い
な
い
人
で
も
来

る
道
は
開
か
れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
う
い
う
人
材

が
大
学
院
の
う
ち
か
ら
、
将
来
作
家
に
な
る
人
と

最
初
か
ら
知
り
合
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
状
況

が
い
ち
ば
ん
重
要
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

藤
幡　

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
の
は
本
当
に
豊

か
な
表
現
技
法
で
、
絵
と
し
て
面
白
い
、
動
き
と

し
て
面
白
い
、
物
語
と
し
て
面
白
い
、
音
楽
と
し

て
面
白
い
、
歌
と
し
て
面
白
い
と
い
う
、
ほ
と
ん

ど
全
て
の
要
素
が
入
っ
て
い
る
も
の
な
ん
で
す
ね
。

あ
る
意
味
現
代
の
オ
ペ
ラ
、
総
合
芸
術
の
よ
う
な

も
の
で
す
が
、
作
り
方
に
よ
っ
て
は
た
っ
た
ひ
と

り
で
で
き
て
し
ま
う
非
常
に
面
白
い
分
野
な
ん
で

す
。
そ
れ
を
も
っ
と
き
ち
ん
と
伝
え
た
い
。

　

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
の
は
、
入
り
口
の
間

口
は
広
い
し
、
と
て
も
面
白
い
も
の
で
す
。
藝
大

の
役
割
と
し
て
は
や
は
り
、
そ
の
な
か
の
本
質
を

見
極
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ

り
、
教
員
の
皆
さ
ん
も
苦
労
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
こ
こ

は
、
今
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
産
業
そ
の
も
の
に
対

し
て
非
常
に
原
理
主
義
的
な
立
場
を
と
っ
て
い
る

と
思
う
し
、
あ
る
意
味
で
は
ア
ン
チ
な
立
場
か
も

し
れ
な
い
の
で
す
が
、
藝
大
が
大
学
院
と
し
て
や

っ
て
い
く
意
義
と
い
う
の
は
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

今
、
日
本
の
文
化
的
、
社
会
的
状
況
は
豊
か
す

ぎ
て
、
表
現
に
対
す
る
枯
渇
感
が
な
い
ん
で
す
ね
。

そ
も
そ
も
表
現
と
い
う
の
は
、
自
分
が
社
会
か
ら

疎
外
さ
れ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
わ

け
で
あ
っ
て
、「
自
分
と
は
い
っ
た
い
何
者
な
の

だ
ろ
う
か
」
と
い
う
問
題
意
識
が
、
も
の
づ
く
り

の
原
点
だ
と
思
う
の
で
す
。
そ
う
い
っ
た
枯
渇
感

を
抱
え
た
稀
な
る
個
性
を
救
う
と
い
う
役
割
も
、

大
学
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

何
事
も
単
に
上
手
く
で
き
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で

は
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。
何
か
を
伝
え
た
い
と
い

う
情
熱
を
我
々
が
後
押
し
す
る
こ
と
が
、
芸
術
系

大
学
全
般
の
こ
れ
か
ら
の
重
要
な
役
割
な
ん
だ
と

思
い
ま
す
。

藤幡正樹（ふじはた・まさき）
大学院映像研究科長
1956年東京生まれ。東京藝術大学大学院美術研究科修了。80
年代はコンピュータ・グラフィックスのパイオニアとして
SIGGRAPHなどでアニメーション作品を発表。89年から慶應
義塾大学環境情報学部で教鞭を執る傍ら、コンピュータによる
彫刻作品を経て、『Beyond Pages』などのインタラクティブ
な作品をつぎつぎと発表。
96年にネットワーク作品
『Global Interior Project』
でArs Electronica Grand 
Prixを受賞。2005年から
現職。
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僕
は
大
学
在
学
中
に
広
告
映
像
を
手
が
け
る
制

作
会
社
に
入
り
、
そ
こ
で
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
（
２
Ｄ
、

３
Ｄ
）
全
般
を
習
得
し
、
二
〇
〇
四
年
に
独
立
し

ま
し
た
。
す
ぐ
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
渡
っ
て
グ
ラ
フ

ィ
テ
ィ
ー
の
武
者
修
行
、
及
び
作
品
展
示
を
し
た

あ
と
、
帰
国
後
は
若
手
ク
リ
エ
ー
タ
ー
と
と
も
に

会
社
を
設
立
。
代
表
に
就
任
し
て
、
Ｃ
Ｍ
や
Ｐ
Ｖ
、

コ
ン
サ
ー
ト
の
映
像
演
出
を
手
掛
け
て
、
設
立
以

来
五
年
目
を
迎
え
て
い
ま
す
。

　

プ
ロ
の
現
場
で
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
表
現
に
携
わ

っ
て
十
年
が
経
過
し
、
が
む
し
ゃ
ら
に
仕
事
を
こ

な
し
て
来
た
毎
日
だ
っ
た
の
で
す
が
、
会
社
も
軌

道
に
乗
っ
て
き
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
そ
ろ
そ
ろ
仕

事
と
は
別
に
自
身
の
作
品
を
世
に
残
そ
う
と
考
え

だ
し
ま
し
た
。
そ
う
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
で
ア
ニ
メ

ー
シ
ョ
ン
専
攻
の
こ
と
を
知
っ
た
の
で
す
。
ア
ニ

メ
ー
シ
ョ
ン
市
場
は
世
界
的
な
規
模
で
日
本
に
注

目
が
集
ま
っ
て
き
て
い
て
、
日
本
で
認
め
ら
れ
れ

ば
世
界
に
通
用
す
る
チ
ャ
ン
ス
を
秘
め
た
分
野
だ

と
認
識
し
て
い
ま
す
。
自
分
の
キ
ャ
リ
ア
と
も
相

談
し
て
い
つ
か
は
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
た
い
分
野
だ
と

思
っ
て
い
ま
し
た
。

　

僕
は
日
々
ク
リ
エ
イ
ト
す
る
研
究
者
で
あ
る
と

同
時
に
経
営
者
、
企
画
者
の
立
場
で
も
あ
り
、
ビ

ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
を
含
め
た
世
界
に
通
用
す
る
コ

ン
テ
ン
ツ
を
企
画
・
制
作
・
運
営
し
た
い
と
い
う

気
持
ち
と
、
歴
史
的
に
映
画
よ
り
早
く
か
ら
存
在

す
る
技
術
な
の
で
す
が
、
一
般
的
に
は
発
展
途
上

で
、
世
界
的
な
評
価
も
定
ま
ら
な
い
「
ア
ニ
メ
ー

シ
ョ
ン
史
」
の
真
っ
た
だ
中
で
あ
る
現
在
か
ら
、

未
来
へ
向
か
っ
て
あ
る
方
向
性
を
つ
く
っ
て
い
く

こ
と
に
、
大
き
な
可
能
性
を
感
じ
て
い
ま
す
。
そ

の
流
れ
の
一
端
と
し
て
、
少
し
で
も
足
を
止
め
て

見
て
も
ら
え
る
よ
う
な
作
品
提
案
を
し
た
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。

　

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
専
攻
設
置
記
念
式
典
で
僕
が

監
督
・
制
作
し
た
ビ
デ
オ
を
流
し
た
の
で
す
が
、

そ
こ
で
言
い
た
か
っ
た
の
は
「
ア
ニ
メ
」
と
「
ア

ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
」
の
ち
が
い
で
す
。
自
分
が
入
学

当
初
考
え
て
い
た
商
業
ア
ニ
メ
の
イ
メ
ー
ジ
と
、

入
学
し
て
か
ら
学
ん
だ
一
枚
一
枚
描
か
れ
た
絵
と

絵
、
ま
た
は
コ
マ
撮
り
の
写
真
と
写
真
を
つ
な
げ

た
世
界
、
こ
れ
ぞ
ま
さ
し
く
表
現
と
し
て
の
ア
ニ

メ
ー
シ
ョ
ン
だ
と
痛
感
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の

「
シ
ョ
ン
」
こ
そ
が
、
作
家
の
視
点
か
ら
ア
ニ
メ

ー
シ
ョ
ン
を
捉
え
て
い
く
こ
と
の
大
切
さ
、
表
現

の
歴
史
の
重
要
性
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン

専
攻
が
、
校
舎
自
体
の
設
備
も
ま
だ
発
展
途
上

（
笑
）
の
段
階
で
す
が
、
い
ず
れ
は
二
十
世
紀
初

頭
の
「
バ
ウ
ハ
ウ
ス
」
が
建
築
に
お
い
て
そ
う
で

あ
っ
た
よ
う
に
、
実
験
精
神
と
理
念
を
持
っ
た
躍

動
感
の
あ
る
実
験
研
究
所
と
し
て
、
ア
ニ
メ
ー
シ

ョ
ン
を
目
指
す
も
の
の
通
過
す
べ
き
場
所
に
な
っ

て
い
っ
て
ほ
し
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

ふ
く
し
ま
･
ま
な
ぶ  

一
九
七
七
年
生
ま
れ
。
武
蔵
野
美
術
大
学
造

形
学
部
建
築
学
科
卒
。
ク
リ
エ
ー
タ
ー
集
団
「G

R
A
5

（
グ
ラ
フ

ァ
イ
ヴ
）co.,ltd.

」
代
表
。

院
生
が
語
る
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
専
攻

二
十
一世
紀
の
バ
ウ
ハ
ウ
ス
に
発
展
し
て
い
く
期
待

福
島 

学

　

私
は
東
京
藝
術
大
学
の
工
芸
科
（
染
織
）
出
身

で
す
。
で
す
か
ら
私
の
表
現
活
動
は
染
織
か
ら
始

ま
っ
て
い
ま
す
が
、
大
学
と
い
う
場
で
さ
ま
ざ
ま

な
技
法
や
表
現
方
法
に
出
会
う
な
か
で
、
表
現
と

し
て
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
興
味
を
持
つ
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
大
学
院
修
了
後
は
デ
ザ
イ
ナ
ー
と

し
て
会
社
に
勤
務
し
、
並
行
し
て
自
分
自
身
の
制

作
活
動
を
続
け
て
き
ま
し
た
。
会
社
の
ほ
う
は
昨

年
退
社
し
た
の
で
す
が
、
そ
の
間
に
制
作
し
た
Ｎ

Ｈ
Ｋ
の
プ
チ
プ
チ
・
ア
ニ
メ
「
王
さ
ま
も
の
が
た

り
」
は
、
現
在
も
教
育
テ
レ
ビ
で
放
映
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
切
り
絵
を
コ
マ
撮
り
し
た
ア
ニ
メ

ー
シ
ョ
ン
で
す
。

　

大
学
院
の
修
了
制
作
で
は
布
を
使
っ
た
ア
ニ
メ

ー
シ
ョ
ン
を
つ
く
り
ま
し
た
。
最
初
は
「
動
く
こ

と
」
や
物
語
を
伝
え
る
手
段
と
し
て
ア
ニ
メ
ー
シ

ョ
ン
を
捉
え
て
い
た
の
で
す
が
、
も
っ
と
表
現
や

考
え
方
を
深
め
た
い
と
い
う
思
い
で
、
ア
ニ
メ
ー

シ
ョ
ン
専
攻
に
入
学
す
る
こ
と
を
決
意
し
ま
し
た
。

こ
こ
で
は
山
村
先
生
を
は
じ
め
第
一
線
で
活
躍
し

て
い
る
先
生
方
に
教
え
て
い
た
だ
け
る
だ
け
で
は

な
く
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
表
現
活
動
を
深

め
よ
う
と
し
て
い
る
同
年
代
の
ク
リ
エ
ー
タ
ー
た

ち
と
、
話
し
、
学
ぶ
と
い
う
「
場
」
が
あ
り
、
自

分
の
表
現
者
と
し
て
の
幅
を
広
げ
る
チ
ャ
ン
ス
だ

と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

一
口
に
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
い
っ
て
も
、
幅
は

と
て
も
広
く
、
可
能
性
は
無
限
大
で
す
。
狭
い
意

味
で
は
な
い
、
ア
ー
ト
と
し
て
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ

ン
の
可
能
性
に
挑
戦
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。

　

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
専
攻
在
学
中
は
、
技
術
論
だ

け
で
は
な
く
、
表
現
者
と
し
て
の
可
能
性
を
掘
り

下
げ
る
重
要
な
期
間
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
表
現

者
は
自
分
自
身
に
問
い
か
け
、
最
後
は
自
分
で
答

え
を
出
す
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
こ
は
そ
の
た

め
の
さ
ま
ざ
ま
な
考
え
方
や
、
視
点
を
考
え
る

「
場
」
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ア
ニ
メ
ー

シ
ョ
ン
専
攻
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ

ン
だ
け
で
は
な
く
、
絵
画
や
文
学
、
歴
史
や
現
在

の
社
会
、
す
べ
て
に
ア
ン
テ
ナ
を
張
る
こ
と
の
重

要
性
も
感
じ
て
い
ま
す
。

　

世
界
に
は
す
ば
ら
し
い
作
家
が
た
く
さ
ん
い
ま

す
。
こ
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
専
攻
が
、
こ
う
し
て

集
ま
っ
た
仲
間
た
ち
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
世
界

中
の
作
家
た
ち
と
繋
が
っ
て
い
く
「
場
」
に
な
れ

ば
い
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
何
よ
り
も
私

た
ち
は
先
輩
の
い
な
い
第
一
期
生
で
す
か
ら
、
十

年
後
、
二
十
年
後
と
卒
業
生
が
出
て
き
た
と
き
に
、

日
本
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
界
と
ど
の
よ
う
に
関
わ

っ
て
い
る
か
ほ
ん
と
う
に
楽
し
み
で
す
。

み
す
み
・
よ
し
こ  

福
岡
県
出
身
。
東
京
藝
術
大
学
大
学
院
美
術
研

究
科
工
芸
専
攻
染
織
研
究
分
野
修
了
。
映
像
、
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ

ョ
ン
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
作
品
を
発
表
。
主
な
作
品
に
プ
チ
プ

チ
・
ア
ニ
メ
「
王
さ
ま
も
の
が
た
り 

１
・
２
・
３
」（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教

育
）、
木
曜
時
代
劇
「
次
郎
長
背
負
い
富
士
」（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
総
合
）
な

ど
が
あ
る
。

表
現
者
と
し
て
の
可
能
性
を
掘
り
下
げ
る「
場
」三

角
芳
子
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ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
専
攻
設
置
記
念
式
典+

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス+

祝
賀
会

大学院映像研究科アニメーション専攻の設置記念式
典が5月30日（金）に開催された。

　式典は15時よりアニメーション専攻の主要施設が入
る万国橋校舎で、宮田亮平学長による式辞に始まり、祝
辞、来賓紹介、藤幡正樹大学院映像研究科長の開設経緯
説明などが行われた。このあと万国橋校舎の施設見学を
挟んで、16時半からは場所を馬車道校舎に移し、祝賀
会、院生制作のアニメーション専攻紹介ビデオの上映、
ペンライトを用いたパフォーマンスなどが盛大に執り行
われた。

万国橋校舎で行われた設置記
念式典。

馬車道校舎で行われた祝賀会のようす。

空中にペンライトで描いた光の絵を連続再生してできる即興のアニメーションパフォーマンスが、招待者を巻き込んで行われた。

院生が制作したアニメーション専攻紹介のビデオを上映。
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赤レンガ倉庫

横浜ワールドポーターズ

横浜高速鉄道みなとみらい線「馬車道駅」

万国橋

横
浜
校
地
ガ
イ
ド
マ
ッ
プ

横浜に拠点をおく大学院映像研究科では、映画専攻
は馬車道校舎、メディア映像専攻は新港校舎、ア

ニメーション専攻は万国橋校舎をそれぞれ活動のコアと
している。各校舎では、それぞれの専攻に必要な施設を
完備し、制作や展示を中心とした実践的なカリキュラム
のもとで、専門的な指導が行われている。
　横浜市との連携協力のもとに展開している大学院映像
研究科の各校舎は、みなとみらい地区に隣接しており、
周辺には、横浜ランドマークタワーや横浜ワールドポー
ターズ、赤レンガ倉庫などの観光スポットがある。最寄
り駅は、横浜高速鉄道みなとみらい線「馬車道駅」。

万国橋校舎
平面アニメーション作業室
──パーソナルデスクおよび制作環
境一式（16台）
立体アニメーション作業室
──パーソナルデスクおよび制作環
境一式（16台）
立体アニメーション撮影システム8式／
工作ブース
ポストプロダクション室──ノンリニア
合成編集機：FLINT／HDCAM-SRレ
コーダー／MAブース（Pro Toolsベー
ス）／録音ブース
講義室

新港校舎
撮影スタジオ（A／B）……約500㎡／
　　　　　　　　　　　　　約250㎡
スタジオ……写真＋映像／VR／音楽
工作室　ギャラリー
映画専攻
制作室（2室）　控室  機材庫
アニメーション専攻
立体アニメーション撮影スペース（新港B
スタジオ内）
35ミリアニメーション撮影線画台

馬車道校舎
本編集室（3室）── 編集機：Sony Xpri
（3式）
編集ブース（12室）──編集機：Avid 
Xpress（12式）
MA室（2室）──disdesign製コンソー
ル：Avid Protoolｓ
小視聴覚室──ハイビジョン上映可
大視聴覚室──35mm映写機／16mm
映写機／ハイビジョン上映可／Dolby・
SDDS・Dtsシステム完備
1階ホール──150インチリアプロジェ
クター／ハイビジョン上映可
制作室（2室）



　

美
術
学
部
キ
ャ
ン
パ
ス
の
門
を
入
っ
て
斜

め
左
、
マ
メ
ザ
ク
ラ
の
木
の
奥
に
控
え
て
い

る
建
物
が
附
属
図
書
館
で
す
。
門
の
右
方
に

は
大
学
美
術
館
が
あ
る
の
で
、
藝
大
の
二
大

施
設
が
ち
ょ
う
ど
向
か
い
合
う
よ
う
に
建
っ

て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
大
学
美
術
館
や

奏
楽
堂
が
本
学
の
芸
術
活
動
を
代
表
す
る
と

す
れ
ば
、
大
学
と
し
て
の
「
知
」
の
面
を
象

徴
し
て
い
る
の
が
図
書
館
で
す
。

　

現
在
の
建
物
は
一
九
六
五
（
昭
和
四
十
）

年
に
当
時
建
築
科
の
天
野
太
郎
先
生
の
設
計

に
よ
り
建
て
ら
れ
た
も
の
で
、
当
時
と
し
て

は
斬
新
な
デ
ザ
イ
ン
を
誇
り
、
既
に
四
十
三

年
の
歴
史
を
も
っ
て
い
ま
す
。

　

入
り
口
を
入
る
と
右
側
に
事
務
部
の
各
部

屋
が
並
び
、
奥
に
藝
大
ア
ー
ト
プ
ラ
ザ
の
ス

ペ
ー
ス
が
見
え
ま
す
。
一
階
奥
の
壁
面
を
活

用
し
て
、
昨
年
か
ら
は
、
本
学
の
前
身
で
あ

る
東
京
音
楽
学
校
・
東
京
美
術
学
校
時
代
の

歴
史
的
な
写
真
が
パ
ネ
ル
で
展
示
さ
れ
、
手

前
の
階
段
に
は
学
長
の
揮
毫
に
な
る
書
が
掲

げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
二
階
へ
上
が
る
と
、
ま

ず
検
索
用
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
や
カ
ー
ド
が
並

ん
だ
目
録
コ
ー
ナ
ー
が
あ
り
ま
す
。
振
り
返

る
と
右
に
美
術
関
係
、
左
に
音
楽
関
係
の
開

架
閲
覧
室
が
明
る
く
広
が
っ
て
い
る
の
が
見

え
ま
す
。
大
学
図
書
館
と
し
て
は
必
ず
し
も

充
分
な
開
架
ス
ペ
ー
ス
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

美
術
・
音
楽
・
一
般
の
参
考
図
書
、
和
書
な

ど
の
基
本
図
書
、
新
着
雑
誌
な
ど
が
ぎ
っ
し

り
と
並
び
、
い
つ
も
遅
く
ま
で
、
熱
心
な
学

生
諸
君
や
教
員
が
調
べ
も
の
や
学
習
・
研
究

に
励
ん
で
い
ま
す
。
開
か
れ
た
図
書
館
を
目

指
し
て
い
る
の
で
、
学
外
の
一
般
の
方
も
閲

覧
だ
け
は
可
能
と
な
っ
て
い
ま
す
。
閲
覧
・

レ
フ
ァ
レ
ン
ス
カ
ウ
ン
タ
ー
の
横
を
奥
に
進

む
と
、
視
聴
覚
室
と
グ
ル
ー
プ
演
習
室
が
あ

り
、
図
書
館
所
蔵
の
音
源
や
映
像
、
禁
帯
出

の
資
料
が
、
個
人
や
授
業
で
活
用
で
き
る
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

以
上
の
空
間
と
は
別
に
、
一
階
か
ら
五
階

ま
で
書
庫
が
あ
り
、
教
員
や
大
学
院
生
な
ら

中
に
入
っ
て
直
に
資
料
を
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
所
蔵
資
料
は
四
十
九
万
点
に
及
び
、

通
常
の
図
書
や
雑
誌
ば
か
り
で
は
な
く
、
美

術
図
録
や
楽
譜
、
録
音
・
映
像
資
料
、
マ
イ

ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
な
ど
も
積
極
的
に
収
集
さ
れ

て
い
ま
す
。
美
術
・
音
楽
関
係
の
資
料
は
国

－上野の杜のキャンパスガイド－

第9回★附属図書館

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藝大の隠れた「名所」を

毎回テーマを変えて紹介する。

美
術
・
音
楽
関
係
の
資
料
の
宝
庫

土
田
英
三
郎

附属図書館正面外観

附属図書館側面外観。手前の銅像は高村光雲1階エントランスホール

上：薬師寺東塔の水煙のレプリカ。
後ろに飾られているのは宮田学長の
揮毫した書
下：雲岡石窟の菩薩頭部のレプリカ
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絵画棟

彫刻棟

金工棟

総合工房棟
C棟

総合工房棟
B棟 総合工房棟

A棟

大学美術館
（旧館）

●附属図書館
陳列館

藝大
アートプラザ

上野高校

上野動物園

中央棟

大学美術館

N

正木記念館

開架閲覧室

立
大
学
で
は
最
多
の
蔵
書
を
誇
っ
て
お
り
、

芸
術
資
料
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
中
枢
的
な
役

割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

　

書
庫
の
四
、
五
階
に
は
貴
重
資
料
が
保
管

さ
れ
、
美
術
・
音
楽
の
和
古
書
や
西
洋
古
刊

本
、
作
曲
家
の
自
筆
楽
譜
、
音
楽
教
育
の
黎

明
期
の
資
料
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
本

学
の
一
二
〇
年
以
上
に
わ
た
る
歴
史
は
、
そ

の
ま
ま
日
本
に
お
け
る
芸
術
教
育
・
芸
術
活

動
の
枢
要
な
部
分
で
あ
る
わ
け
で
す
が
、
図

書
館
に
は
そ
の
歴
史
を
物
語
る
よ
う
な
貴
重

な
歴
史
的
資
料
も
豊
富
に
所
蔵
さ
れ
て
い
ま

す
。
昨
二
〇
〇
七
（
平
成
十
九
）
年
に
は
、

こ
れ
ら
の
資
料
を
活
用
し
て
、
貴
重
資
料
展

「
藝
大
を
い
ろ
ど
っ
た
人
々
」
が
催
さ
れ
ま

し
た
。

（
つ
ち
だ
・
え
い
ざ
ぶ
ろ
う
／
附
属
図
書
館

長
、
音
楽
学
部
教
授
）

1階から5階にまでおよぶ書庫。所蔵資料は約49万点
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14

上
野
の
杜
の

波
瀾
万
丈

第
六
回

プ
リ
ン
グ
ス
ハ
イ
ム
の

時
代

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歌
劇
場
で
舞
台
監
督
ま
で
務
め
た
人
物
が
、

昭
和
初
め
の
東
京
音
楽
学
校
に
着
任
し
た
。

マ
ー
ラ
ー
や
ス
ト
ラ
ヴ
ィ
ン
ス
キ
ー
な
ど
当
時
の
現
代
曲
を
次
々
に

取
り
上
げ
た
、
忘
れ
え
ぬ
ユ
ダ
ヤ
系
音
楽
家
。

橋
本
久
美
子

ド
イ
ツ
よ
り
招
聘
さ
れ
た
大
物

　

昭
和
六
（
一
九
三
一
）
年
九
月
十
一
日
、
夏
休
み
明
け
の
始

業
式
。
奏
楽
堂
の
壇
上
に
新
任
の
外
国
人
の
姿
が
あ
っ
た
。
ベ

ル
リ
ン
か
ら
シ
ベ
リ
ア
大
陸
を
横
断
し
、
船
に
乗
り
継
ぎ
約
二

週
間
か
け
て
着
京
し
た
ク
ラ
ウ
ス
・
プ
リ
ン
グ
ス
ハ
イ
ム
（
一

八
八
三
年
七
月
二
十
四
日
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
郊
外
〜
一
九
七
二
年
十

二
月
七
日
東
京
）
で
あ
る
。
彼
を
支
え
る
乘
杉
嘉
壽
校
長
は
欧

米
視
察
の
た
め
不
在
。
高
野
辰
之
校
長
代
理
に
よ
る
紹
介
が
同

窓
会
誌
『
同
声
会
報
』
に
載
っ
て
い
る
。「
氏
は
ミ
ユ
ン
ヘ
ン

市
に
生
ま
れ
ウ
イ
ン
で
マ
ー
ラ
ー
に
就
き
、
後
プ
ラ
ー
グ
ブ
レ

ー
メ
ン
等
の
劇
場
の
歌
劇
作
者
、
舞
台
監
督
や
顧
問
に
歴
任
し
、

一
九
一
八
年
マ
ツ
ク
ス
・
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
に
招
聘
せ
ら
れ
た
と

い
ふ
立
派
な
履
歴
を
も
つ
て
居
ら
れ
る
方
で
、
斯
く
の
如
き
世

界
一
流
に
属
す
る
先
生
を
迎
へ
て
吾
々
は
歓
喜
に
堪
へ
ぬ
」　

拍
手
に
迎
え
ら
れ
た
四
十
八
歳
は
、
歴
代
お
雇
い
外
国
人
教
師

の
な
か
で
も
、
歌
劇
場
音
楽
監
督
と
指
揮
者
歴
二
十
年
以
上
、

新
聞
四
紙
の
批
評
を
担
当
す
る
大
物
で
あ
っ
た
。
ユ
ダ
ヤ
系
の

名
門
プ
リ
ン
グ
ス
ハ
イ
ム
家
は
祖
父
ル
ー
ド
ル
フ
が
一
代
で
富

を
築
き
、
数
学
者
で
美
術
蒐
集
家
の
父
ア
ル
フ
レ
ー
ト
は
息
子

と
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
を
ピ
ア
ノ
連
弾
で
楽
し
み
、
ナ
チ
ス
に
接
収

さ
れ
る
ま
で
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
に
美
術
館
の
よ
う
な
豪
邸
を
構
え
て

い
た
。

　

プ
リ
ン
グ
ス
ハ
イ
ム
が
な
ぜ
招
聘
に
応
じ
た
の
か
。
彼
を
追

っ
て
昭
和
八
年
来
日
し
た
長
男
ハ
ン
ス
・
エ
ー
リ
ク
が
昭
和
五

十
九
年
に
本
学
百
年
史
編
集
委
員
会
に
語
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、

父
は
東
京
音
楽
学
校
の
シ
ャ
ー
ル
ス
・
ラ
ウ
ト
ル
ッ
プ
か
ら
後

任
に
誘
わ
れ
そ
の
ま
ま
に
し
て
い
た
が
、
ベ
ル
リ
ン
市
立
劇
場

総
監
督
就
任
を
逃
し
、
急
遽
、
決
意
し
た
。
市
議
会
で
選
出
さ

れ
る
市
立
劇
場
総
監
督
に
、
与
党
・
社
会
民
主
党
機
関
紙
の
音

楽
批
評
家
ク
ラ
ウ
ス
が
推
薦
さ
れ
る
こ
と
は
確
実
と
見
ら
れ
て

い
た
。
と
こ
ろ
が
一
九
三
一
年
五
月
の
選
挙
直
前
、
議
長
宅
に

夜
遅
く
か
け
た
電
話
を
取
り
次
い
で
貰
え
な
か
っ
た
彼
は
、
持

ち
前
の
癇
癪
を
爆
発
さ
せ
、
電
話
口
の
女
性
を
罵
倒
し
た
。
翌

日
、
す
っ
か
り
機
嫌
を
直
し
て
議
長
に
「
お
宅
の
女
中
は
ひ
ど

い
」
と
言
う
と
、「
そ
れ
は
私
の
妻
だ
」。
ク
ラ
ウ
ス
は
少
年
時

代
か
ら
相
手
が
上
級
生
で
も
議
論
し
喧
嘩
し
、
翌
日
は
ニ
コ
ニ

コ
話
し
か
け
る
人
気
者
だ
っ
た
が
、
今
回
は
彼
の
流
儀
が
通
用

し
な
か
っ
た
。
次
男
ク
ラ
ウ
ス
・
フ
ー
ベ
ル
ト
は
著
書
『
ク
ラ

ウ
ス
・
プ
リ
ン
グ
ス
ハ
イ
ム
二
世
回
想
録
』
で
、
父
に
東
京
行

き
の
白
羽
の
矢
が
立
っ
た
の
は
、
酷
評
家
と
し
て
ド
イ
ツ
中
か

ら
反
感
を
買
っ
て
い
た
か
ら
だ
と
い
う
。
と
も
あ
れ
電
話
事
件

の
三
か
月
後
、
彼
は
上
野
に
向
か
っ
た
。

賛
否
両
論
の
斬
新
な
プ
ロ
グ
ラ
ム　

　

東
京
音
楽
学
校
は
創
立
か
ら
四
十
四
年
目
。
昭
和
七
（
一
九

三
二
）
年
初
の
作
曲
専
攻
生
が
入
学
、
初
の
外
国
人
男
性
声
楽

教
師
を
増
員
、
昭
和
八
年
上
野
児
童
音
楽
学
園
も
開
園
、
ま
た

昭
和
十
一
年
に
は
邦
楽
科
設
置
と
い
う
乘
杉
校
長
時
代
で
あ
る
。

　

プ
リ
ン
グ
ス
ハ
イ
ム
は
着
任
早
々
、
音
楽
学
校
と
海
軍
軍
楽

隊
を
併
せ
た
八
十
名
ほ
ど
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
と
、
全
校
生
徒
二

百
三
十
八
名
の
合
唱
練
習
を
開
始
し
た
。
十
二
月
五
日
の
日
比

谷
公
会
堂
で
の
初
演
奏
は
バ
ッ
ハ
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
、
ブ
ラ

ー
ム
ス
に
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
の
《
ト
リ
ス
タ
ン
前
奏
曲
》
で
概
ね

好
評
。
練
習
は
週
十
時
間
、
定
期
演
奏
会
は
年
四
回
と
倍
増
。

昭
和
十
二
年
七
月
の
「
告
別
演
奏
会
」
ま
で
、
演
奏
会
は
四
十

回
に
及
ん
だ
。
日
本
初
演
は
マ
ー
ラ
ー
の
交
響
曲
五
曲
を
含
む

三
十
二
曲
、
乘
杉
校
長
と
音
楽
学
校
に
献
呈
し
た
自
作
《
管
絃

楽
協
奏
曲
》
は
世
界
初
演
で
あ
る
。
ヴ
ァ
イ
ル
の
学
校
オ
ペ
ラ

《
ヤ
ー
ザ
ー
ガ
ー
》
は
世
界
初
演
か
ら
二
年
目
に
日
本
初
演
さ

れ
、
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
の
演
奏
会
形
式
《
ロ
ー
エ
ン
グ
リ
ー
ン
》

の
部
分
日
本
初
演
は
レ
コ
ー
ド
十
吋イ

ン

盤チ

四
枚
に
吹
き
込
ま
れ
た
。

マ
ー
ラ
ー
や
ス
ト
ラ
ヴ
ィ
ン
ス
キ
ー
な
ど
近
現
代
曲
が
急
増
し

て
演
奏
会
も
一
新
。「
油
の
り
す
ぎ
」
の
異
名
を
と
っ
た
校
長

も
、
外
国
人
教
師
は
週
十
八
時
間
以
内
と
い
う
契
約
が
破
ら
れ

「
熱
心
の
余
り
十
数
時
間
も
余
分
に
御
奉
公
」、「
指
導
振
り
は

熱
誠
そ
の
も
の
」
で
「
五
時
間
位
ブ
ツ
通
し
」
の
練
習
に
圧
倒

さ
れ
た
（『
音
楽
評
論
』
昭
和
十
二
年
）。『
文
部
省
関
係
往
復

文
書
類
』
に
よ
れ
ば
昭
和
十
二
年
四
月
現
在
の
担
当
時
間
数
は
、

管
絃
楽
、
合
唱
、
唱
歌
、
作
曲
合
わ
せ
て
二
十
二
時
間
。
ほ
か

の
外
国
人
教
師
よ
り
四
〜
六
時
間
も
多
い
。

　

欧
州
楽
壇
と
肩
を
並
べ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
、
賛
否
両
論
、

む
し
ろ
酷
評
が
相
次
い
だ
。
で
は
プ
リ
ン
グ
ス
ハ
イ
ム
は
孤
軍

奮
闘
、
音
楽
学
校
に
失
望
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
意
外
に

も
、
彼
は
東
京
音
楽
学
校
の
演
奏
や
生
徒
た
ち
に
つ
い
て
悲
観

的
な
言
葉
を
発
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
東
京
音
楽
学
校

の
明
日
を
、
バ
イ
ロ
イ
ト
祝
祭
管
弦
楽
団
、
あ
る
い
は
ベ
ル
リ

ン
・
ジ
ン
グ
ア
カ
デ
ミ
ー
と
見
定
め
、
し
か
も
生
徒
た
ち
の
能

力
と
努
力
を
も
っ
て
す
れ
ば
実
現
可
能
と
考
え
た
。
ま
た
音
楽

学
校
は
古
典
派
で
良
い
と
い
う
の
は
「
錯
誤
と
無
理
解
の
連

鎖
」
と
反
論
。
強
硬
で
高
踏
的
な
姿
勢
は
批
評
家
を
敵
に
回
し

た
が
、
彼
は
何
よ
り
生
徒
と
の
日
々
に
夢
中
で
あ
っ
た
。
合
唱

の
時
間
に
生
徒
の
名
前
を
お
か
し
な
発
音
で
呼
ん
だ
と
き
に
沸

き
起
こ
っ
た
「
嬉
し
さ
う
な
、
実
に
心
か
ら
の
高
笑
ひ
」
で
、
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「
生
徒
達
と
の
仕
事
が
私
に
と
つ
て
非
常
に
軽
快
な
、
愉
快
な
、

楽
し
い
も
の
に
成
つ
た
」「
最
初
の
日
か
ら
音
楽
学
校
を
我
家

の
様
に
感
じ
た
事
は
、
私
自
身
に
と
つ
て
何
よ
り
の
驚
愕
で
あ

つ
た
」（
学
友
会
『
音
楽
』
第
十
六
号
、
第
十
八
号
）。

　

教
え
子
は
金
子
登の

ぼ
り、

山
田
和
男
、
藤
山
一
郎
、
柴
田
睦む

つ

陸む

、

長
門
美
保
、
安
部
幸
明
、
平
井
康
三
郎
、
高
田
三
郎
、
長
谷
川

良
夫
等
、
指
揮
、
声
楽
、
作
曲
の
各
分
野
に
わ
た
る
。
ピ
ア
ノ

専
攻
だ
っ
た
山
田
は
、
著
書
『
一
音
百
態
』
で
マ
ー
ラ
ー
に

「
ふ
る
え
が
く
る
ほ
ど
に
感
銘
を
受
け
」「
音
楽
の
醍
醐
味
に
開

眼
し
た
」
と
記
し
、
金
子
は
聞
き
取
り
調
査
に
答
え
て
「
拍
と

拍
の
間
の
間
隔
」
を
教
わ
っ
た
と
語
る
。
彼
の
特
訓
を
受
け
た

児
童
学
園
も
原
語
の
合
唱
で
出
演
。
手
厳
し
い
批
評
家
も
子
供

た
ち
に
は
温
か
か
っ
た
。
太
田
黒
元
雄
は
昭
和
十
年
二
月
の
マ

ー
ラ
ー
《
第
三
交
響
曲
》
に
つ
い
て
「
子
供
の
合
唱
が
い
ち
ば

ん
う
ま
か
つ
た
」（『
東
京
日
日
新
聞
』）、
諸
井
三
郎
は
同
年
十

月
の
リ
ス
ト
《
ダ
ン
テ
交
響
曲
》〈
煉
獄
篇
〉
に
出
演
し
た
児

童
合
唱
を
「
天
国
の
救
ひ
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』）
と
評
し
た
。

近
現
代
曲
を
広
め
た
功
績

　

契
約
は
二
年
ご
と
に
更
新
さ
れ
た
が
、
昭
和
十
二
（
一
九
三

七
）
年
七
月
三
十
一
日
の
満
期
に
は
更
新
さ
れ
な
か
っ
た
。
ナ

チ
ス
の
ユ
ダ
ヤ
人
政
策
に
疎
い
日
本
国
内
は
突
然
の
出
来
事
と

驚
い
た
。
し
か
し
、
昭
和
九
年
十
月
「
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
生
誕
七

十
年
祝
賀
日
独
音
楽
交
換
放
送
」
に
お
い
て
、
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス

作
曲
《
十
六
声
部
無
伴
奏
混
声
合
唱
》（
日
本
初
演
）
が
、「
二

分
の
一
ユ
ダ
ヤ
人
」
で
あ
る
プ
リ
ン
グ
ス
ハ
イ
ム
指
揮
に
よ
っ

て
、
同
盟
国
官
立
学
校
の
奏
楽
堂
か
ら
対
独
放
送
さ
れ
た
こ
と

は
、
ナ
チ
ス
に
と
っ
て
も
は
や
看
過
し
が
た
い
事
件
で
あ
っ
た
。

彼
に
対
す
る
ド
イ
ツ
政
府
か
ら
の
圧
力
を
示
す
資
料
は
学
内
で

確
認
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ナ
チ
ス
公
認
の
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
フ
ェ

ル
マ
ー
が
、
後
任
と
し
て
ド
イ
ツ
宣
伝
省
に
提
出
し
た
履
歴
書

は
一
九
三
七
年
二
月
十
四
日
付
。
最
後
に
「H

eil H
itler!

」

と
あ
る
。
終
戦
の
翌
年
の
昭
和
二
十
一
年
八
月
に
『
東
京
新

聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
プ
リ
ン
グ
ス
ハ
イ
ム
の
話
で
は
、
十
二
年

に
ド
イ
ツ
宣
伝
省
か
ら
辞
職
強
要
の
通
達
が
二
度
あ
っ
た
と
い

う
。
奏
楽
堂
で
十
三
年
に
ヒ
ト
ラ
ー
ユ
ー
ゲ
ン
ト
歓
迎
演
奏
会

が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
後
も
音
楽
学
校
は
ユ
ダ
ヤ
系
の
「
外
国

人
講
師
」
を
採
用
し
た
。
十
三
年
三
月
に
は
レ
オ
ニ
ー
ド
・
ク

ロ
イ
ツ
ァ
ー
（
〜
十
九
年
三
月
）、
十
四
年
六
月
に
は
「
四
分

の
一
ユ
ダ
ヤ
人
の
可
能
性
と
思
想
問
題
」
を
理
由
と
す
る
外
務

省
か
ら
の
圧
力
を
退
け
、
音
楽
学
校
就
職
を
切
望
す
る
マ
ン
フ

レ
ッ
ド
・
グ
ル
リ
ッ
ト
を
指
揮
で
は
な
く
作
曲
と
ピ
ア
ノ
と
合

奏
の
担
当
で
（
〜
十
八
年
三
月
）。

　

さ
て
、
プ
リ
ン
グ
ス
ハ
イ
ム
は
昭
和
十
二
年
秋
タ
イ
に
渡
る

が
、
ド
イ
ツ
を
脱
出
し
た
次
男
を
迎
え
る
た
め
十
四
年
五
月
再

来
日
し
、
東
京
で
終
戦
。
二
十
一
年
秋
次
男
と
渡
米
。
二
十
六

年
武
蔵
野
音
楽
大
学
教
授
と
な
り
、
三
十
四
年
勲
四
等
瑞
宝
章
。

四
十
七
年
十
二
月
七
日
、
東
京
で
八
十
九
年
の
生
涯
を
終
え
た
。

　

音
楽
学
部
定
期
演
奏
会
は
彼
の
弟
子
た
ち
の
指
揮
で
再
開
し

た
。
昭
和
三
十
二
年
十
二
月
は
山
田
和
男
が
プ
ー
ラ
ン
ク
の

《
二
台
の
ピ
ア
ノ
と
管
弦
楽
の
た
め
の
協
奏
曲
》
と
フ
ォ
ー
レ

の
《
レ
ク
イ
エ
ム
》、
三
十
五
年
六
月
金
子
登
が
シ
ュ
ト
ラ
ウ

ス
の
《
テ
ィ
ル
・
オ
イ
レ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
の
愉
快
な
い
た
ず

ら
》、
同
年
十
一
月
も
金
子
が
マ
ー
ラ
ー
の
《
交
響
曲
第
二

番
》「
復
活
」。
プ
リ
ン
グ
ス
ハ
イ
ム
の
六
年
間
が
な
け
れ
ば
、

本
学
で
近
現
代
曲
が
親
し
ま
れ
る
に
は
さ
ら
に
年
月
を
要
し
た

で
あ
ろ
う
。

（
は
し
も
と
・
く
み
こ
／
音
楽
学
部
講
師
）

次
号
予
告

「
中
国
人
留
学
生
の
一
斉
帰
国
」　

昭
和
十
二
年
頃

　

明
治
三
十
年
代
末
よ
り
美
校
は
中
国
、
台
湾
、
朝
鮮
半
島
か
ら
多
く
の
留
学
生
を
受
け
入

れ
、
日
本
人
と
一
緒
に
教
育
し
、
留
学
生
た
ち
の
多
く
は
帰
国
後
母
国
の
美
術
の
指
導
者
と

な
り
、
ま
た
、
ほ
か
の
分
野
で
も
活
躍
し
た
。
現
在
、
中
国
や
台
湾
で
尊
敬
を
集
め
て
い
る

李
叔
同
を
は
じ
め
、
著
名
な
人
が
多
い
。

　

し
か
し
、
昭
和
十
二
年
の
日
中
戦
争
勃
発
を
機
に
、
中
国
人
留
学
生
の
一
斉
帰
国
と
美
校

を
中
心
と
す
る
日
中
美
術
交
流
運
動
の
途
絶
と
い
う
事
態
を
招
き
、
そ
の
後
長
年
に
わ
た
っ

て
疎
遠
な
状
態
が
続
く
な
か
、
両
国
と
も
上
記
交
流
の
歴
史
を
忘
れ
去
っ
た
。
戦
前
の
交
流

運
動
を
振
り
返
り
、
今
後
の
交
流
を
考
え
る
上
で
の
一
助
と
し
た
い
。

［写真2］
昭和8（1933）年3月卒業式
前列左より鴻澤又彦配属将校、3人おいてH.ヴ
ーハーペニヒ（声楽）、H.ヴェルクマイスター
（チェロ）、R.ポラック（ヴァイオリン）、L.シ
ロタ（ピアノ）、K.プリングスハイム、乘杉校
長、M.トル（声楽）、高野辰之（国語）

［写真2］

［写真3］
昭和10（1935）年2月16日 第74回定期演奏会 日比谷公会堂
マーラー《第三交響曲》。アルト独唱：平原壽惠子、児童合唱：上野児童音楽
学園児童、女声合唱：東京音楽学校生徒、管絃楽：東京音楽学校管絃楽部。管
打楽器44名中32名とコントラバス5名中4名が海軍軍楽隊関係者

［写真3］

［写真4］
鎌倉霊園にあるプリングスハイム
の墓（平成20年6月撮影）

［写真1］
クラウス・プリングスハ
イム
（1883年7月24日 ～
1972年12月7日）
1931年9月8日～1937
年7月31日在職

［写真1］
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ク
ラ
ブ・

サ
ー
ク
ル

訪
問

　

第7回

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
部

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
部
は
対
外
試
合
に
積
極
的
に
参
加
し
、

春
の「
四
芸
祭
」、春
と
秋
に
行
わ
れ
る
美
大
リ
ー
グ
に
参
加
し
て
い
る
。

約
二
十
名
の
部
員
た
ち
が
汗
を
迸
ら
せ
な
が
ら
、

今
日
も
ま
た
練
習
に
励
む
。

　

止
ま
ら
な
い
汗
／
全
身
の
筋
肉
に
瞬
間
的
に
指
令
を
発
し
、
身
体
感

覚
の
領
域
を
ボ
ー
ル
に
ま
で
広
げ
、
そ
の
ボ
ー
ル
を
リ
ン
グ
に
入
れ
る

／
汗
／
ボ
ー
ル
と
体
育
館
の
床
の
振
動
／
視
野
か
ら
入
る
情
報
を
最
大

限
活
用
し
、
そ
の
一
瞬
先
を
読
む
／
声
／
汗
／
ふ
く
ら
は
ぎ
に
溜
る
乳

酸
／
汗
／
身
体
の
僅
か
な
動
き
、
目
の
小
さ
な
動
き
が
フ
ェ
イ
ク
、
相

手
を
騙
す
／
動
悸
／
汗
の
匂
い
／
靴
の
擦
れ
る
音
／
肺
の
過
大
な
、
過

大
な
、
膨
張
、
収
縮
／
ネ
ッ
ト
の
揺
れ
る
音

　

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
は
全
身
運
動
で
す
。
そ
れ
は
単
に
手
足
四
肢
全

て
を
使
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
が
言
い
た
い
の
は
、
手
足
だ
け

で
な
く
、
頭
。
つ
ま
り
、
脳
で
常
に
考
え
る
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
こ

と
な
の
で
す
。
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
は
一
チ
ー
ム
五
名
、
計
十
名
が
同

体
育
館
に
流
れ
る

柔
ら
か
く
鋭
い
緊
張
感

藤
井 

龍
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じ
コ
ー
ト
に
い
ま
す
。
残
り
の
九
名
の
動
き
を
考
え
、
自
分
の
動
き
を

決
定
し
て
い
き
ま
す
。
攻
め
と
守
り
が
著
し
く
交
替
し
、
貪
欲
に
ボ
ー

ル
を
奪
い
合
う
様
、
時
に
は
華
麗
な
身
の
こ
な
し
と
パ
ス
回
し
を
用
い
、

ゴ
ー
ル
を
決
め
る
様
は
、
十
分
な
思
考
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
で

す
。
試
合
の
間
中
、
精
神
も
身
体
も
コ
ー
ト
を
走
り
回
っ
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
男
女
合
わ
せ
て
約
二
十
名
所
属
し
て
い
る
藝
大
バ
ス
ケ
部
は
、

ほ
と
ん
ど
の
者
が
、
美
術
や
音
楽
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
を
目
指
し

て
い
る
た
め
、
自
分
た
ち
の
創
作
活
動
が
優
先
さ
れ
、
練
習
は
ど
こ
か

二
の
次
で
し
た
。
し
か
し
、
二
〇
〇
八
年
「
四
芸
祭
」
金
沢
大
会
で
の

屈
辱
的
大
敗
が
、
我
々
に
純
粋
な
悔
し
さ
だ
け
で
な
く
、
練
習
へ
の
や

る
気
を
与
え
ま
し
た
。
今
は
一
人
一
人
に
勝
ち
た
い
と
い
う
欲
望
が
芽

生
え
、
体
育
館
に
は
柔
ら
か
く
鋭
い
緊
張
感
が
流
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
そ
し
て
、
以
前
よ
り
練
習
が
楽
し
く
な
る
と
と
も
に
、
改
め
て

皆
バ
ス
ケ
の
魅
力
に
気
付
い
た
の
で
し
た
。

　

強
烈
に
ぶ
つ
か
り
合
う
身
体
と
身
体
／
汗
／
思
考
の
ス
ピ
ー
ド
に
追

い
つ
か
な
い
、
手
足
が
あ
る
／
露
呈
す
る
精
神
的
強
さ
と
弱
さ
／
渇
き

／
周
り
の
人
間
が
止
ま
っ
て
い
る
、
私
は
浮
遊
し
て
い
る
の
か
／
ゴ
ー

ル
下
の
怖
さ
／
自
分
の
居
場
所
を
無
視
し
よ
う
と
す
る
心
臓
。
や
さ
し

く
、
や
さ
し
く
／
汗
の
味
／
残
像
の
み
の
世
界
／
五
感
が
刺
激
さ
れ
る

／
「
ナ
イ
ッ
シ
ュ
ー
」
／
疲
れ
た
／
汗
／
汗
／
一
歩
、
一
メ
ー
ト
ル
の

勝
負
、
一
歩
が
と
て
つ
も
な
く
長
い
／
汗
／
指
先
に
貼
り
付
く
ゴ
ム
の

凸
凹
／
密
閉
さ
れ
た
空
気

　

火
曜
と
金
曜
の
放
課
後
、
藝
大
の
体
育
館
に
は
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル

の
弾
む
音
が
し
ま
す
。
彼
ら
は
、
過
去
の
敗
北
か
ら
自
身
の
練
習
の
意

味
を
見
つ
け
出
し
た
の
で
す
。
今
後
、
練
習
の
成
果
が
出
て
、
勝
利
を

知
る
と
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
来
年
の
四

芸
祭
が
楽
し
み
で
も
あ
り
、
怖
く
も
あ
り
ま
す
。

（
ふ
じ
い
・
り
ょ
う
／
美
術
学
部
彫
刻
科
三
年
）

今春に開催された「四芸祭」で。結果は最下位に終わった 毎週火曜日と金曜日の五時から始まる体育館
での練習風景
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教
員
は

語
る

│
藝
大
へ
の
期
待
・
抱
負
・
提
言
│

第
九
回

安
良
岡
章
夫

音
楽
学
部
作
曲
科 

准
教
授

 
 
 

×

湯
浅
卓
雄

演
奏
芸
術
セ
ン
タ
ー 

准
教
授

東
京
藝
大
と
の
か
か
わ
り

安
良
岡　

一
九
八
四
年
に
藝
大
の
大
学
院
を
修
了
し
た
あ
と
、

八
六
、
八
七
年
の
二
年
間
及
び
九
〇
年
か
ら
二
〇
〇
七
年
ま
で
、

非
常
勤
講
師
と
し
て
作
曲
実
技
と
和
声
を
教
え
て
お
り
ま
し
た
。

そ
の
間
は
、
桐
朋
学
園
大
学
の
専
任
教
員
で
し
た
。

　

私
が
学
生
だ
っ
た
こ
ろ
の
藝
大
は
、
木
造
の
す
ば
ら
し
い
校

舎
が
現
役
で
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
在
学
中
に
新
し
い
建
物
の

工
事
が
始
ま
り
五
号
館
が
で
き
た
り
し
ま
し
た
が
、
旧
奏
楽
堂

も
ま
だ
校
内
に
あ
り
ま
し
た
。
各
科
と
も
に
最
も
優
秀
な
学
生

が
集
ま
っ
て
く
る
も
の
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
人
た
ち
と
交
流

し
な
が
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
楽
器
の
こ
と
を
勉
強
し
た
り
、
音
楽

の
こ
と
を
話
し
た
り
と
い
う
日
々
が
楽
し
く
且
つ
勉
強
に
な
っ

た
と
記
憶
し
て
い
ま
す
。
つ
ね
に
音
楽
に
浸
っ
て
い
る
と
い
う

状
態
を
今
の
学
生
た
ち
も
持
ち
続
け
て
く
れ
れ
ば
い
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

　

藝
大
も
国
立
大
学
法
人
と
な
っ
て
大
き
く
変
化
し
つ
つ
あ
る

と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。
私
が
長
く
い
た
私
立
大
学
で
は
、
授

業
料
に
見
合
う
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
学
生
か
ら
の
要
望
が
あ

れ
ば
そ
れ
に
は
応
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
あ

る
意
味
で
当
た
り
前
で
し
た
。
で
す
か
ら
教
育
シ
ス
テ
ム
も
非

常
に
複
雑
に
で
き
て
い
た
ん
で
す
。

　

私
の
頃
の
藝
大
は
と
い
う
と
、
大
学
は
音
楽
環
境
を
提
供
し

指
導
す
る
か
ら
、
後
は
自
分
た
ち
で
勉
強
し
な
さ
い
と
い
う
自

由
さ
が
あ
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
そ
れ
は
あ
る
種
、
藝
大

の
伝
統
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
当
時
は
演
奏
芸

術
セ
ン
タ
ー
も
ま
だ
な
か
っ
た
で
す
し
、
シ
ス
テ
ム
も
今
に
比

べ
れ
ば
お
お
ら
か
で
し
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
い
え
ば
、
私
の

学
生
時
代
に
比
べ
る
と
、
現
在
大
学
が
提
示
し
て
い
る
も
の
は
、

広
汎
か
つ
多
岐
に
わ
た
り
、
学
生
が
多
様
な
勉
強
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

湯
浅　

私
は
私
立
大
学
の
附
属
高
校
に
入
っ
た
の
で
す
が
、
そ

の
段
階
で
音
楽
の
道
に
進
も
う
と
決
め
て
、
藝
大
を
目
指
そ
う

と
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
。
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
音
楽
を

い
ろ
い
ろ
や
っ
て
い
た
も
の
で
、
勉
強
と
音
楽
の
ど
ち
ら
を
選

ぶ
か
と
い
う
選
択
を
迫
ら
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
高
校
に

決
ま
っ
た
と
き
、
音
楽
に
専
念
す
る
こ
と
に
し
た
ん
で
す
。
そ

れ
ま
で
は
ピ
ア
ノ
、
チ
ェ
ロ
、
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
、
フ
ル
ー
ト
と
、

い
ろ
い
ろ
な
楽
器
に
ト
ラ
イ
し
て
、
ま
さ
に
音
楽
の
虫
み
た
い

な
も
の
で
し
た
。

　

そ
ん
な
お
り
奨
学
金
を
も
ら
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
が
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
音
楽
学
校
よ
り
も
、
私
は
総
合
大
学
に
進
ん

で
、
キ
ャ
ン
パ
ス
生
活
を
し
た
か
っ
た
ん
で
す
。
私
が
留
学
し

た
オ
ハ
イ
オ
州
立
シ
ン
シ
ナ
テ
ィ
ー
大
学
は
音
楽
院
も
充
実
し

て
い
て
、
キ
ャ
ス
リ
ー
ン
・
バ
ト
ル
、
ア
ル
バ
ン
・
ベ
ル
ク
弦

楽
四
重
奏
団
な
ん
か
も
一
緒
だ
っ
た
ん
で
す
。
最
初
の
う
ち
は
、

一
、
二
年
で
日
本
に
帰
っ
て
藝
大
を
受
験
し
よ
う
と
い
う
気
持

ち
だ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
か
ら
ず
っ
と
海
外
に
行
っ
た
き
り

で
、
こ
こ
二
十
年
ぐ
ら
い
は
イ
ギ
リ
ス
に
お
も
な
活
動
の
拠
点

が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
う
い
う
訳
な
の
で
今
回
の
藝
大
就
任
の
話
は
全
く
予
期
し

て
い
な
い
出
来
事
だ
っ
た
の
で
す
。
私
は
、
こ
の
三
十
年
間
ず

っ
と
指
揮
と
し
て
の
活
動
し
か
し
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
藝

大
と
も
ほ
と
ん
ど
か
か
わ
り
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
。
た

だ
私
は
今
ま
で
の
活
動
の
な
か
で
、
い
ろ
い
ろ
な
国
の
ナ
シ

ョ
ナ
ル
・
ユ
ー
ス
・
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
な
ど
、
若
い
世
代
の
オ
ー

ケ
ス
ト
ラ
を
振
る
機
会
が
た
び
た
び
あ
り
、
若
い
人
た
ち
に
知

識
や
経
験
を
伝
達
で
き
る
チ
ャ
ン
ス
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
応
え

る
の
が
演
奏
家
の
任
務
だ
と
常
日
頃
か
ら
考
え
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
が
今
回
こ
こ
に
来
た
理
由
の
ひ
と
つ
で
す
。
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音
楽
教
育
・
音
楽
学
習
の
あ
り
方

湯
浅　

私
は
、
日
本
の
音
楽
教
育
に
対
す
る
疑
問
を
海
外
に
い

る
間
ず
っ
と
持
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど

の
音
楽
学
校
で
教
え
て
い
る
演
奏
家
の
友
人
な
ど
の
多
く
が
、

自
分
の
日
本
人
生
徒
の
話
を
す
る
と
き
、
日
本
人
は
非
常
に
行

儀
が
よ
く
て
優
秀
だ
け
れ
ど
、
そ
こ
か
ら
先
に
は
行
か
な
い
と

言
う
ん
で
す
。
優
秀
な
成
績
で
コ
ン
ク
ー
ル
に
は
進
ん
で
も
、

安
良
岡
章
夫
（
や
す
ら
お
か
･
あ
き
お
）

准
教
授
│
│
作
曲
科

一
九
五
八
年
東
京
生
ま
れ
。
一
九
八
四
年
東
京
藝
術
大
学
大
学
院
音
楽
研
究
科
作
曲
専
攻
修
了
。

一
九
八
〇
年
第
四
十
九
回
日
本
音
楽
コ
ン
ク
ー
ル
作
曲
部
門
第
一
位
。
一
九
八
二
年
「
交
響
曲
」
が
日
本
交
響
楽
振
興
財
団
第

五
回
作
曲
賞
を
受
賞
。
一
九
八
五
年
若
手
演
奏
家
、
作
曲
家
と
音
楽
家
集
団
「
ア
ー
ル
・
レ
ス
ピ
ラ
ン
」
を
結
成
、
現
在
ま
で

代
表
を
つ
と
め
る
。
そ
の
一
員
と
し
て
一
九
九
四
年
第
十
二
回
中
島
健
蔵
音
楽
賞
を
受
賞
。
一
九
九
九
年
「
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
・

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
一
九
九
九
」
に
て
「
ヴ
ィ
オ
ラ
と
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
た
め
の
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ア
」
を
発
表
、
平
成
十
一
年
度
芸
術

祭
優
秀
賞
を
受
賞
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
、
民
音
現
代
音
楽
祭
、
新
日
鐵
文
化
財
団
等
多
く
の
団
体
、
演
奏
家
よ
り
委
嘱
を
受
け
多
彩
な
作
曲
活
動
を
行
う
。
二

〇
〇
八
年
三
月
ま
で
桐
朋
学
園
大
学
教
授
。
日
本
現
代
音
楽
協
会
お
よ
び
日
本
作
曲
家
協
議
会
理
事
。

そ
こ
か
ら
先
に
行
く
方
向
を
持
っ
た
人
が
少
な
い
と
い
う
こ
と

は
何
に
問
題
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
た
び
た
び
聞
か
さ
れ
て

き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
私
は
ア
メ
リ
カ
と
ウ
ィ
ー
ン
の
音
楽
学
校
し
か
知

り
ま
せ
ん
の
で
、
日
本
の
学
校
が
ど
う
い
う
も
の
か
、
よ
く
わ

か
ら
な
か
っ
た
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
ウ
ィ
ー
ン
に
行
っ
た
と
き
、

そ
こ
で
会
っ
た
日
本
か
ら
の
留
学
生
た
ち
は
、
あ
る
意
味
で
私

に
と
っ
て
と
て
も
新
鮮
で
し
た
。
ア
メ
リ
カ
で
は
学
生
同
士
が

人
間
と
し
て
対
等
で
、
先
輩
、
後
輩
と
い
う
の
は
一
切
な
い
わ

け
で
す
。
日
本
人
は
と
い
う
と
先
輩
、
後
輩
の
関
係
を
ウ
ィ
ー

ン
に
も
そ
の
ま
ま
持
っ
て
く
る
。
学
生
食
堂
な
ど
で
も
先
輩
、

後
輩
の
つ
き
あ
い
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
当
時
は
ウ
ィ
ー
ン

の
街
角
を
曲
が
る
と
、
必
ず
日
本
か
ら
来
た
音
楽
の
留
学
生
に

会
う
と
い
わ
れ
た
ぐ
ら
い
で
し
た
。
彼
ら
は
と
て
も
優
秀
だ
っ

た
と
思
い
ま
す
が
、
日
本
社
会
の
独
特
の
上
下
関
係
や
師
弟
関

係
を
そ
の
ま
ま
引
き
ず
っ
て
来
て
い
ま
し
た
。
私
は
十
八
歳
で

一
人
で
海
外
に
出
て
、
一
人
で
先
生
を
探
し
て
何
で
も
ひ
と
り

で
や
っ
て
き
ま
し
た
か
ら
、
持
ち
つ
持
た
れ
つ
の
日
本
人
学
生

の
関
係
を
見
て
、
こ
れ
が
日
本
の
社
会
で
あ
り
、
音
楽
教
育
の

現
場
の
あ
る
種
独
特
な
一
面
な
ん
だ
ろ
う
な
と
感
じ
ま
し
た
。

安
良
岡　

戦
後
の
日
本
の
音
楽
教
育
に
お
い
て
は
ど
の
ジ
ャ
ン

ル
に
も
海
外
で
学
ん
で
き
た
先
達
と
い
う
べ
き
人
が
い
て
、
ま

ず
そ
の
人
か
ら
習
わ
な
い
と
始
ま
ら
な
い
と
い
う
事
情
が
あ
っ

た
と
思
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
私
く
ら
い
の
世
代
に
な
る
と
、
国
際
コ
ン
ク
ー

ル
に
日
本
人
音
楽
家
が
い
つ
で
も
名
を
連
ね
る
ほ
ど
に
な
っ
て

い
ま
し
た
か
ら
、
音
楽
を
取
り
巻
く
日
本
の
状
況
が
す
ご
く
変

化
し
た
よ
う
に
思
う
ん
で
す
。
学
校
の
教
育
シ
ス
テ
ム
が
そ
の

状
況
に
つ
い
て
い
っ
て
い
る
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
音

楽
を
勉
強
す
る
あ
り
方
は
ず
い
ぶ
ん
と
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

私
よ
り
前
の
世
代
の
人
々
は
、
た
と
え
ば
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の

レ
ッ
ス
ン
に
母
親
が
い
つ
も
く
っ
つ
い
て
行
っ
た
り
、
先
生
と

の
結
び
つ
き
も
非
常
に
強
か
っ
た
ん
で
す
。
今
の
時
代
は
優
れ

た
指
導
者
に
つ
い
て
い
て
も
、
自
分
で
学
ぼ
う
と
す
れ
ば
い
ろ

い
ろ
な
情
報
が
溢
れ
て
い
る
し
、
日
本
に
い
て
世
界
の
ト
ッ
プ

ク
ラ
ス
の
音
楽
家
の
演
奏
を
聴
く
こ
と
も
で
き
る
。
昔
と
比
べ

る
と
海
外
へ
も
簡
単
に
行
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
う
い
う
状

況
で
は
、
先
生
と
生
徒
、
先
輩
と
後
輩
の
あ
り
方
も
だ
い
ぶ
変

わ
っ
て
き
て
い
て
、
欧
米
に
近
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

湯
浅　

自
分
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
通
算
で

十
五
年
く
ら
い
い
た
ウ
ィ
ー
ン
で
の
音
楽
生
活
と
、
そ
こ
で

（
ハ
ン
ス
・
）
ス
ワ
ロ
フ
ス
キ
ー
先
生
を
は
じ
め
と
し
た
指
導

者
か
ら
徹
底
的
に
叩
き
込
ま
れ
た
、
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア

の
音
楽
の
基
本
だ
っ
た
ん
で
す
。
ウ
ィ
ー
ン
・
フ
ィ
ル
な
ん
か

も
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
聴
き
に
行
き
ま
し
た
し
、
練
習
も
頻
繁
に
覗

き
に
行
き
ま
し
た
。
オ
ペ
ラ
も
ほ
ん
と
う
に
安
い
入
場
料
で
毎

晩
の
よ
う
に
見
て
い
た
ん
で
す
。

　

主
に
取
り
組
ん
だ
作
曲
家
は
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ

ェ
ン
、
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
、
ブ
ラ
ー
ム
ス
、
マ
ー
ラ
ー
、
ブ
ル
ッ

ク
ナ
ー
な
ど
で
す
。
面
白
い
と
思
っ
た
の
は
ハ
イ
ド
ン
で
す
。

例
え
ば
、
ハ
イ
ド
ン
の
「
熊
」
は
、
授
業
で
勉
強
し
て
よ
く
知

「アニマトーリ 安良岡章夫作品集」（フォンテック）
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っ
て
い
る
つ
も
り
で
い
た
の
で
す
が
、
あ
る
日
、
私
は
（
ロ
ブ

ロ
・
フ
ォ
ン
・
）
マ
タ
チ
ッ
チ
先
生
の
指
揮
す
る
ハ
イ
ド
ン
を

聴
き
に
行
っ
て
、
涙
を
流
し
た
ん
で
す
。

　

最
初
の
八
小
節
ぐ
ら
い
で
感
動
し
て
、
今
ま
で
聴
い
た
こ
と

が
な
い
よ
う
な
き
れ
い
な
音
楽
に
「
何
な
ん
だ
、
こ
れ
は
」
と

驚
き
ま
し
た
。
マ
タ
チ
ッ
チ
先
生
が
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
に
向
か

っ
て
さ
っ
と
手
を
出
し
た
だ
け
で
、
天
使
み
た
い
な
音
が
出
た

ん
で
す
。
私
は
一
生
懸
命
、
指
揮
棒
を
振
る
勉
強
を
し
て
き
た

の
に
、
振
ら
な
い
で
な
ぜ
あ
れ
だ
け
の
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

そ
こ
で
す
ぐ
に
先
生
の
楽
屋
に
教
え
を
乞
い
た
い
と
伝
え
に
行

き
ま
し
た
。
す
る
と
快
く
「
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
う
ち
に
お
い

で
」
と
言
わ
れ
た
ん
で
す
。
そ
こ
で
私
は
ア
ド
リ
ア
海
の
真
珠

と
呼
ば
れ
る
ク
ロ
ア
チ
ア
の
ド
ブ
ロ
ブ
ニ
ク
ま
で
訪
ね
て
い
き

ま
し
た
。
マ
タ
チ
ッ
チ
先
生
も
ウ
ィ
ー
ン
少
年
合
唱
団
出
身
で

す
か
ら
、
あ
れ
が
ほ
ん
と
う
に
ク
ラ
シ
ッ
ク
な
ハ
イ
ド
ン
だ
っ

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

日
本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と

音
楽
活
動

安
良
岡　

私
自
身
は
留
学
を
し
て
は
い
な
い
の
で
す
が
、
特
別

に
西
洋
音
楽
を
学
ぶ
と
い
う
意
識
は
最
初
か
ら
全
く
な
く
て
、

音
楽
と
い
う
と
ま
ず
ク
ラ
シ
ッ
ク
を
中
心
と
し
た
西
洋
の
も
の

だ
っ
た
わ
け
で
す
。
た
だ
あ
る
時
期
か
ら
、
非
常
に
日
本
を
意

ポルト国立交響楽団を指揮をする湯浅卓雄
（Takuo Yuasa with the Orquestra Nacional do Porto.
courtesy Casa da Musica）

識
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
日
本
の
伝
統
音
楽
は
今
で
こ
そ

学
校
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
も
入
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
だ
け
西

洋
化
さ
れ
て
い
る
な
か
に
お
い
て
、
そ
れ
は
日
本
人
に
と
っ
て

も
か
な
り
異
質
な
も
の
だ
と
思
う
の
で
す
。
私
の
場
合
、
日
本

の
伝
統
芸
能
、
能
や
狂
言
を
見
る
こ
と
に
は
ま
り
ま
し
て
、
そ

の
ユ
ニ
ー
ク
さ
と
い
う
も
の
が
だ
ん
だ
ん
見
え
て
き
た
ん
で
す
。

　

た
と
え
ば
能
管
に
し
て
も
、
音
程
が
わ
ざ
と
外
れ
る
よ
う
に

で
き
て
い
ま
す
か
ら
「
何
だ
こ
れ
は
、
現
代
音
楽
が
や
っ
て
い

る
の
と
同
じ
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
こ
と
に
ふ
と
気
づ
き

ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
現
代
音
楽
と
形
は
違
い
ま
す
が
、
同
じ
よ

う
な
こ
と
を
六
百
年
も
前
に
日
本
で
も
や
っ
て
い
た
こ
と
を
知

っ
た
と
き
に
、
日
本
の
も
の
に
目
が
向
く
よ
う
に
な
っ
た
ん
で

す
。
室
町
か
ら
桃
山
・
江
戸
時
代
の
絵
画
が
持
つ
空
間
表
現
に

も
非
常
に
惹
か
れ
ま
し
て
、
私
の
作
品
集
の
Ｃ
Ｄ
パ
ッ
ケ
ー
ジ

は
、
私
が
い
ち
ば
ん
好
き
な
狩
野
山
雪
が
描
い
た
妙
心
寺
天
球

院
の
襖
絵
で
飾
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
も
そ
も
作
曲
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
人
の
目
に
入
る
も
の
、

耳
に
入
る
も
の
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
総
合
し
な
が
ら
曲
を
書

い
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
た
と
き
に
、
日
本

的
な
も
の
を
直
接
自
分
の
作
品
に
取
り
込
む
と
い
う
気
持
ち
は

な
い
の
で
す
が
、
自
分
の
音
の
聴
き
方
や
、
曲
の
構
成
の
仕
方

の
な
か
に
、
無
意
識
の
う
ち
に
入
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
次
第
に
思
う
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

湯
浅　

私
は
イ
ギ
リ
ス
な
ど
で
受
け
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
「
日

本
人
と
し
て
西
洋
音
楽
を
ど
う
考
え
る
の
か
？
」
と
よ
く
聞
か

れ
る
ん
で
す
。
で
も
安
良
岡
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、

我
々
が
生
ま
れ
た
と
き
に
は
音
楽
と
い
っ
た
ら
西
洋
音
楽
だ
っ

た
ん
で
す
ね
。
私
は
演
奏
家
で
す
が
作
曲
の
人
も
含
め
て
、
自

分
が
日
本
人
だ
か
ら
こ
う
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
い
と

思
い
ま
す
。
日
本
人
の
指
揮
者
だ
か
ら
こ
う
い
う
振
り
方
を
す

る
と
か
い
う
こ
と
は
全
く
な
く
て
、
自
分
が
生
き
て
き
た
な
か

で
蓄
積
さ
れ
た
い
ろ
い
ろ
な
要
素
を
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
と
し

て
、
音
楽
的
な
個
性
が
見
え
て
く
る
ん
だ
と
思
う
の
で
す
ね
。

日
本
人
で
あ
る
こ
と
は
自
分
の
演
奏
の
「
後
ろ
姿
」
の
な
か
に

あ
る
と
言
え
ま
す
。

　

一
方
で
、
や
は
り
日
本
人
の
演
奏
家
は
日
本
を
背
負
っ
て
い

な
け
れ
ば
だ
め
だ
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
日
本
人
が
海
外

に
出
て
活
動
す
る
場
合
、
日
本
人
と
し
て
活
動
し
、
行
動
し
な

い
と
い
け
な
い
宿
命
が
あ
る
。「
名
は
体
を
あ
ら
わ
す
」
と
言

う
よ
う
に
、
日
本
人
の
名
前
と
い
う
も
の
が
ひ
と
つ
の
ブ
ラ
ン

ド
に
な
っ
て
し
ま
う
。
自
分
個
人
の
ブ
ラ
ン
ド
な
わ
け
で
す
。

こ
れ
か
ら
の
若
い
演
奏
家
た
ち
に
言
い
た
い
の
で
す
が
、
そ
の

ブ
ラ
ン
ド
の
正
体
を
問
わ
れ
た
と
き
に
、
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス

の
あ
る
答
え
が
出
来
る
ぐ
ら
い
の
教
養
を
持
っ
て
い
な
い
と
、

自
分
の
音
楽
に
説
得
力
を
持
た
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
ん
で
す

ね
。

　

だ
か
ら
私
は
出
来
る
限
り
日
本
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を
演
奏
会

に
持
っ
て
い
け
る
よ
う
に
努
力
し
ま
す
。
日
本
の
指
揮
者
で
あ

れ
ば
日
本
の
曲
を
振
れ
な
い
と
い
け
な
い
。
ピ
ア
ニ
ス
ト
や
ヴ

ァ
イ
オ
リ
ン
奏
者
も
日
本
の
曲
を
必
ず
レ
パ
ー
ト
リ
ー
の
中
に

入
れ
て
お
く
。
そ
う
い
う
こ
と
を
し
な
い
と
日
本
人
音
楽
家
全

体
の
地
位
が
上
が
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
演
奏
会
の
主
催
者
が
シ

ベ
リ
ウ
ス
を
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
入
れ
た
い
と
思
っ
た
ら
、
フ
ィ
ン

ラ
ン
ド
か
ら
演
奏
家
を
呼
ん
で
く
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
意

味
で
も
、
た
と
え
ば
、
ピ
ア
ニ
ス
ト
だ
と
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン

と
ラ
フ
マ
ニ
ノ
フ
の
間
に
矢
代
秋
雄
が
入
っ
て
い
る
と
、
ち
ょ

っ
と
変
わ
っ
て
い
る
な
、
と
そ
こ
に
注
目
が
集
ま
る
。
そ
れ
は

ほ
か
の
国
の
ピ
ア
ニ
ス
ト
が
持
っ
て
い
な
い
レ
パ
ー
ト
リ
ー
な

ん
で
す
ね
。
こ
れ
か
ら
は
た
だ
国
際
的
と
い
う
も
の
は
あ
り
得

な
い
。
日
本
を
背
負
っ
た
上
で
の
国
際
的
と
い
う
こ
と
が
最
も

重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

安
良
岡　

そ
れ
は
作
曲
家
と
し
て
非
常
に
あ
り
が
た
い
ご
意
見

で
す
。

　

日
本
の
現
代
作
品
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
広

め
る
に
は
、
た
と
え
ば
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
空
い
て
い
る
と
こ
ろ
に

入
れ
る
と
い
う
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
。
現

代
音
楽
だ
け
の
演
奏
会
で
自
分
の
曲
が
演
奏
さ
れ
る
と
い
う
の

は
、
あ
ま
り
私
は
好
き
で
は
な
い
。
ク
ラ
シ
カ
ル
な
作
品
の
な

か
に
安
良
岡
が
入
っ
て
い
た
り
す
る
の
が
、
い
ち
ば
ん
い
い
ん

で
す
ね
。
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ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
を
聴
き
に
来
た
聴
衆
が
、
た
ま
た
ま
安
良

岡
が
あ
っ
た
か
ら
聞
い
て
く
れ
る
。
聴
く
ほ
う
に
し
て
も
ひ
と

つ
の
コ
ン
サ
ー
ト
の
流
れ
の
な
か
に
、
ド
イ
ツ
系
が
あ
り
、
フ

ラ
ン
ス
系
が
あ
り
、
そ
し
て
日
本
の
曲
が
あ
る
と
、
ま
た
違
っ

た
聴
こ
え
方
が
す
る
と
思
う
ん
で
す
よ
。
い
つ
も
同
じ
よ
う
な

顔
ぶ
れ
の
作
曲
家
が
並
ん
で
い
る
と
い
う
の
で
は
あ
ま
り
発
展

性
が
な
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

湯
浅　

私
は
ナ
ク
ソ
ス
・
レ
ー
ベ
ル
で
「
日
本
作
曲
家
選
輯
」

と
い
う
の
を
出
し
て
い
ま
す
。
録
音
の
ほ
と
ん
ど
は
外
国
の
オ

ー
ケ
ス
ト
ラ
な
ん
で
す
が
、
芥
川
也
寸
志
、
矢
代
秋
雄
、
黛
敏

郎
と
い
っ
た
作
曲
家
は
、
海
外
で
は
知
ら
れ
て
い
な
い
ん
で
す

ね
。
だ
れ
で
も
知
っ
て
い
る
の
は
武
満
徹
く
ら
い
。
そ
う
す
る

と
向
こ
う
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
に
は
先
入
観
が
な
い
わ
け
で
す
。

で
す
か
ら
楽
譜
だ
け
か
ら
読
み
取
り
、
彼
ら
の
な
か
で
消
化
し

て
音
楽
が
出
て
き
ま
す
の
で
、
そ
れ
が
非
常
に
新
鮮
な
ん
で
す
。

　

日
本
人
で
も
日
本
最
初
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
曲
が
山
田
耕
筰

の
「
序
曲
」
だ
と
い
う
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
の
人
は
知
り
ま
せ
ん
。

で
す
か
ら
私
は
い
つ
か
藝
大
で
も
こ
の
曲
を
指
揮
し
た
い
と
思

っ
て
い
る
ん
で
す
。
日
本
の
音
楽
史
も
す
で
に
百
年
に
及
ぶ
わ

け
で
す
か
ら
、
日
本
の
音
楽
家
は
そ
う
い
う
も
の
を
背
負
っ
て

今
の
自
分
た
ち
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
て
も
ら
い
た
い
で
す

ね
。

安
良
岡　

私
は
、「
現
代
音
楽
」
と
い
う
言
葉
が
あ
ま
り
好
き

で
は
な
い
ん
で
す
。
現
代
の
こ
の
時
代
の
音
楽
と
い
う
の
は
必

ず
過
去
と
つ
な
が
っ
て
い
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
ウ
ィ
ー
ン
の
話

を
湯
浅
先
生
が
さ
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
伝
統
的
な
町
に

湯
浅
卓
雄
（
ゆ
あ
さ
・
た
く
お
）

准
教
授
│
│
演
奏
芸
術
セ
ン
タ
ー

一
九
四
九
年
大
阪
生
ま
れ
。
一
九
七
二
年
米
国
オ
ハ
イ
オ
州
立
シ
ン
シ
ナ
テ
ィ
ー
大
学
音
楽
院
作
曲
理
論
科
卒
業
。
一
九
七
六

年
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
立
ウ
ィ
ー
ン
音
楽
大
学
指
揮
科
卒
業
。

一
九
八
四
年
か
ら
一
九
八
八
年
ま
で
群
馬
交
響
楽
団
指
揮
者
。
一
九
八
九
年
か
ら
一
九
九
四
年
ま
で
英
国
Ｂ
Ｃ
Ｃ
ス
コ
ッ
ト
ラ

ン
ド
交
響
楽
団
首
席
客
演
指
揮
者
。
一
九
九
七
〜
二
〇
〇
五
年
ま
で
英
国
ア
ル
ス
タ
ー
管
弦
楽
団
首
席
客
演
指
揮
者
。

一
九
七
八
年
ジ
ョ
ン
プ
レ
ー
ヤ
国
際
指
揮
者
コ
ン
ク
ー
ル
入
賞
（
イ
ギ
リ
ス
）、
一
九
七
九
年
フ
ィ
テ
ル
ベ
ル
グ
国
際
指
揮
者

コ
ン
ク
ー
ル
入
賞
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
特
別
賞
受
賞
（
ポ
ー
ラ
ン
ド
）、
二
〇
〇
七
年
井
植
文
化
賞
（
文
化
芸
術
部
門
）
受
賞
。

シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
や
ベ
ル
ク
や
ウ
ェ
ー
ベ
ル
ン
が
生
ま
れ
て
き

た
わ
け
で
す
。
そ
の
中
で
彼
ら
は
も
の
す
ご
く
古
典
の
勉
強
を

し
た
の
で
す
ね
。
十
二
音
技
法
も
長
・
短
調
の
七
音
が
半
音
に

な
っ
て
い
る
だ
け
で
、
や
っ
て
い
る
こ
と
は
バ
ッ
ハ
や
ベ
ー
ト

ー
ヴ
ェ
ン
と
同
じ
だ
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
す
。
若
い
演
奏

家
に
も
こ
の
よ
う
に
歴
史
と
い
う
も
の
は
つ
な
が
っ
て
い
る
こ

と
を
認
識
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
藝
大
の
教

育
は
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
で
保
守
的
だ
と
言
う
人
が
い
ま
す
が
、
新

し
い
こ
と
を
す
る
に
は
古
い
こ
と
を
知
る
こ
と
が
と
て
も
重
要

で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

言
語
で
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
の
重
要
性

湯
浅　

日
本
に
お
け
る
教
育
の
現
場
で
は
、
自
分
か
ら
学
ぶ
と

い
う
の
で
は
な
く
、
一
方
的
に
教
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

結
構
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
と
く
に
音
楽
を
学
ぶ
二

十
歳
前
後
の
人
た
ち
は
、
も
っ
と
自
分
か
ら
積
極
的
に
学
ぶ
と

い
う
姿
勢
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
学
生
が

先
生
に
、
驚
く
く
ら
い
失
礼
な
質
問
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

で
も
先
生
の
ほ
う
は
そ
の
質
問
に
答
え
ら
れ
な
い
と
失
格
な
ん

で
す
。
教
育
と
学
習
の
場
と
い
う
の
は
そ
れ
ぐ
ら
い
厳
し
い
と

こ
ろ
な
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
見
込
み
が
あ
る
生
徒
と
い
う
の
は
、

先
生
が
聞
い
た
質
問
に
対
し
て
ど
う
答
え
る
と
い
う
だ
け
で
は

な
く
、
ど
れ
だ
け
鋭
い
質
問
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
で
も
評

価
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

　

日
本
で
は
先
生
に
あ
ま
り
刃
向
か
わ
な
い
と
い
う
伝
統
が
あ

る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
学
生
た
る
も
の
は
積
極
的
に
質
問

し
て
、
自
分
か
ら
学
ぶ
と
い
う
こ
と
を
覚
え
て
お
か
な
け
れ
ば

い
け
な
い
。
教
わ
っ
て
い
る
ば
か
り
で
は
だ
め
だ
と
思
い
ま
す
。

安
良
岡　

私
は
学
生
が
曲
を
持
っ
て
き
た
と
き
に
、
ま
ず
曲
に

つ
い
て
説
明
す
る
よ
う
に
言
う
ん
で
す
。
半
分
位
書
い
た
ら
、

君
は
こ
の
曲
で
ど
う
い
う
こ
と
を
訴
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、

何
が
こ
の
曲
の
売
り
で
、
ポ
イ
ン
ト
が
ど
こ
な
の
か
と
い
っ
た

質
問
を
す
る
の
で
す
が
、
彼
ら
は
説
明
が
う
ま
く
で
き
な
い
ん

で
す
ね
。
要
す
る
に
、
日
本
語
の
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
が
足
り
な

い
ん
で
す
。
言
語
と
い
う
の
は
そ
の
国
の
最
も
基
本
的
な
文
化

で
す
し
、
国
語
教
育
は
教
育
の
な
か
で
も
最
も
重
要
な
も
の
な

ん
で
す
。

　

た
と
え
ば
日
本
語
に
は
母
音
が
非
常
に
多
い
の
で
、
あ
る
種

途
切
れ
る
感
覚
が
あ
り
ま
す
。
武
満
徹
さ
ん
と
観
世
寿
夫
さ
ん

の
対
談
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
観
世
さ
ん
は
鼓
の

音
が
「
ポ
ン
ッ
」
と
鳴
る
と
き
が
そ
の
音
の
終
わ
り
な
ん
だ
と

言
う
ん
で
す
。
次
に
カ
ケ
声
を
か
け
ま
す
。
で
も
、
そ
れ
は
全

部
次
の
音
に
つ
な
が
っ
て
い
て
、「
間
」
と
は
そ
う
い
う
も
の

な
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
読
ん
だ
と
き
に
、
非
常
に
日
本
の
言
語

の
音
感
の
あ
り
方
と
い
う
も
の
を
感
ず
る
こ
と
が
あ
っ
た
ん
で

す
。
途
切
れ
た
母
音
の
す
ぐ
後
の
空
間
は
、
次
の
発
音
に
つ
な

が
る
と
い
う
か
。

　

で
す
か
ら
、
日
本
の
言
語
の
あ
る
種
の
リ
ズ
ム
感
と
い
う
も

の
を
何
か
形
に
で
き
な
い
の
か
な
と
い
う
の
が
今
の
私
の
課
題

な
ん
で
す
。
こ
う
い
っ
た
日
本
語
の
持
っ
て
い
る
言
語
感
覚
や
、

そ
こ
か
ら
生
じ
る
文
化
に
つ
い
て
、
若
い
人
た
ち
に
も
ぜ
ひ
興

味
を
持
っ
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
。
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NEWS
2008.2~2008.7

出
版
会
活
動

◆『
森
鷗
外
と
原
田
直
次
郎
』を
二
月
二

十
五
日
よ
り
出
版

　

明
治
の
文
豪 

森
鷗
外
と
洋
画
家 

原
田
直
次

郎
の
青
春
と
そ
の
交
流
の
軌
跡
を
描
く
本
書
。

　

青
年
軍
医
森
林
太
郎
が
小
説
家
森
鷗
外
へ
と

変
身
し
た
の
は
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
画
学
生
原
田

直
次
郎
に
出
会
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。

若
き
鷗
外
の
ロ
マ
ン
主
義
的
三
部
作
『
う
た
か

た
の
記
』『
舞
姫
』『
文
づ
か
ひ
』
に
込
め
ら
れ

た
二
人
の
青
春
の
記
憶
と
美
術
的
教
養
を
分
析

し
、
東
京
美
術
学
校
創
立
前
後
の
洋
画
家
が
お

か
れ
た
悲
劇
的
状
況
を
語
る
本
書
の
前
半
は
、

明
治
中
期
の
美
術
と
文
学
の
理
解
に
一
石
を
投

じ
る
も
の
。

◆
Ｄ
Ｖ
Ｄ「
新
曲『
浦
島
』」を
二
月
二
十

六
日
よ
り
発
売

　

明
治
の
文
豪
、
坪
内
逍
遙
が
日
本
の
古
典

『
浦
島
太
郎
』
を
題
材
に
書
い
た
和
洋
折
衷
楽

劇
の
台
本
『
新
曲
浦
島
』
は
、
当
時
絶
賛
を
受

け
た
が
、
舞
台
化
は
と
て
も
困
難
だ
っ
た
。
し

か
し
、
多
彩
な
ジ
ャ
ン
ル
の
教
員
・
学
生
を
擁

す
る
東
京
藝
術
大
学
音
楽
学
部
邦
楽
科
が
、
洋

楽
系
の
教
員
・
学
生
と
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
、

世
界
初
と
な
る
全
三
幕
の
上
演
を
行
い
大
変
な

話
題
と
な
っ
た
。

　

本
Ｄ
Ｖ
Ｄ
に
は
、
坂
東
三
津
五
郎
が
逍
遙
役

で
出
演
す
る
な
ど
人
気
を
博
し
た
話
題
の
公
演

が
完
全
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　

東
京
藝
術
大
学
出
版
会
の
出
版
物
な
ど
は
、

藝
大
ア
ー
ト
プ
ラ
ザ
お
よ
び
ア
マ
ゾ
ン
（
ネ
ッ

ト
販
売
）
に
て
取
り
扱
っ
て
お
り
ま
す
。
詳
し

く
は
、
藝
大
ア
ー
ト
プ
ラ
ザ
（
☎
〇
五
〇
‐
五

五
二
五
‐
二
一
〇
二
）

受
章
・
受
賞

◆
山
村
浩
二
教
授
の「
カ
フ
カ 

田
舎
医

者
」が
各
賞
を
総
な
め

　

大
学
院
映
像
研
究
科
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
専
攻

山
村
浩
二
教
授
の
作
品
「
カ
フ
カ　

田
舎
医

者
」
が
次
の
各
賞
を
受
賞
し
た
。

　

五
月
一
日
、「
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
国
際

ト
リ
ッ
ク
フ
ィ
ル
ム
映
画
祭
」
グ
ラ
ン
プ
リ

　

五
月
七
日
、「
国
際
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画

協
会
（
Ａ
Ｓ
Ｉ
Ｆ
Ａ
）
公
認
映
画
祭　

第
七
回

ア
ニ
フ
ェ
ス
ト
」
カ
テ
ゴ
リ
ー
第
一
位

　

五
月
八
日
、「M
O
N
S
TO
R
A
 2008 

第
七

回
リ
ス
ボ
ン
国
際
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
祭
」

グ
ラ
ン
プ
リ

◆
山
村
浩
二
教
授
が「M

O
N
S
TO
R
A
 

2008 

第
七
回
リ
ス
ボ
ン
国
際
ア
ニ
メ

ー
シ
ョ
ン
映
画
祭
」ON

D
A
 C
U
R
TA

賞
を
受
賞

　

五
月
八
日
、
大
学
院
映
像
研
究
科
ア
ニ
メ
ー

シ
ョ
ン
専
攻
の
山
村
浩
二
教
授
が

「M
O
N
S
TO
R
A
 2008 

第
七
回
リ
ス
ボ
ン
国

際
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
祭
」
に
出
品
し
た
作

品
「
こ
ど
も
の
形
而
上
学
」
で
、O

N
D
A
 

C
U
R
TA

賞
を
受
賞
し
た
。

◆
黒
沢
清
教
授
が「
第
六
十
一
回
カ
ン
ヌ

国
際
映
画
祭
あ
る
視
点
部
門
」で
審

査
員
賞
を
受
賞

　

五
月
二
十
四
日
、
大
学
院
映
像
研
究
科
映
画

専
攻
黒
沢
清
教
授
が
「
ト
ウ
キ
ョ
ウ
ソ
ナ
タ
」

で
第
六
十
一
回
カ
ン
ヌ
国
際
映
画
祭
あ
る
視
点

部
門
の
審
査
員
賞
を
受
賞
し
た
。

◆
嶺
貞
子
名
誉
教
授
が
第
十
五
回「
信

毎
賞
」を
受
賞

　

六
月
四
日
、
嶺
貞
子
名
誉
教
授
が
、
日
本
に

お
け
る
イ
タ
リ
ア
歌
曲
の
第
一
人
者
と
し
て
国

内
外
で
広
く
活
躍
し
て
い
る
こ
と
を
評
価
さ
れ
、

第
十
五
回
信
毎
賞
を
受
賞
し
た
。

◆
増
村
紀
一
郎
教
授
が
第
十
六
回
Ｍ
Ｏ
Ａ

岡
田
茂
吉
賞 

工
芸
部
門
大
賞
を
受
賞

　

六
月
十
一
日
、
美
術
学
部
増
村
紀
一
郎
教
授

が
漆
芸
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
活
動
を
評
価
さ

れ
、
第
十
六
回
Ｍ
Ｏ
Ａ
岡
田
茂
吉
賞 

工
芸
部

門
大
賞
を
受
賞
し
た
。　

◆
増
村
紀
一
郎
教
授
が
重
要
無
形
文
化
財

「
髹
漆
」の
保
持
者
に
認
定

　

七
月
十
八
日
、
文
化
庁
文
化
審
議
会
の
答
申

が
あ
り
、
増
村
紀
一
郎
教
授
（
工
芸
科
）
が
、

重
要
無
形
文
化
財
「
髹
漆
」（
き
ゅ
う
し
つ
）

の
保
持
者
に
認
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

  

「
髹
漆
」
と
は
、
漆
塗
を
主
と
す
る
漆
芸
技

法
の
こ
と
で
、
増
村
教
授
は
本
学
美
術
学
部
工

芸
科
お
よ
び
大
学
院
美
術
研
究
科
で
漆
芸
を
専

攻
後
、
幅
広
い
髹
漆
技
法
を
駆
使
し
た
精
緻
な

作
風
で
早
く
か
ら
高
く
評
価
さ
れ
て
き
た
。

運　

営

◆
英
文
名
称
の
変
更

　

本
学
は
、
こ
れ
ま
で
英
語
表
記
に
お
い
て
、

Tokyo N
ational U

niversity of Fine 
A
rts and M

usic

を
使
用
し
て
き
た
が
、
平

成
二
十
年
四
月
一
日
よ
り
、Tokyo U

niversi
-ty of the A

rts

（TU
A

）
に
変
更
し
た
。

　

従
来
の
美
術
と
音
楽
の
二
学
部
、
大
学
院
二

研
究
科
体
制
か
ら
、
映
画
、
メ
デ
ィ
ア
映
像
、

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
研
究
す
る
大
学
院
映
像
研

究
科
も
加
わ
り
新
し
い
体
制
と
な
る
こ
と
か
ら
、

一
層
幅
広
い
分
野
を
教
育
研
究
す
る
総
合
芸
術

大
学
と
し
て
、
名
称
を
短
く
親
し
み
や
す
い
も

の
に
変
更
す
る
も
の
。

◆
ス
ク
エ
ア・ピ
ア
ノ
修
復
完
成
返
還
式

　

大
学
美
術
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
に
て
、

チ
ッ
カ
リ
ン
グ
社
製
ス
ク
エ
ア
・
ピ
ア
ノ
修
復

完
成
返
還
式
が
行
わ
れ
た
。

　

こ
の
ピ
ア
ノ
は
、
一
八
七
九
年
に
文
部
省
が

ア
メ
リ
カ
か
ら
購
入
し
た
ピ
ア
ノ
十
数
台
の
う

ち
の
一
台
で
、
日
本
の
洋
楽
教
育
の
黎
明
期
に

使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

破
損
し
た
状
態
の
ま
ま
大
学
美
術
館
内
に
保
管

さ
れ
て
い
た
も
の
を
、
社
団
法
人
日
本
ピ
ア
ノ

調
律
師
協
会
の
厚
意
に
よ
り
五
年
が
か
り
で
復

元
修
理
さ
れ
、
往
時
の
響
き
が
よ
み
が
え
っ
た
。

　

鍵
盤
や
響
板
な
ど
残
存
す
る
も
の
は
で
き
る

だ
け
使
用
し
、
ま
た
、
脚
、
屋
根
、
譜
面
台
な

ど
紛
失
し
た
部
品
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
近
い
も
の

を
新
た
に
制
作
し
て
復
元
さ
れ
た
ス
ク
エ
ア
・

ピ
ア
ノ
。
返
還
式
で
は
、「
先
人
が
練
習
し
た

楽
器
が
よ
み
が
え
り
、
感
慨
深
い
」
と
話
す
渡

邊
健
二
副
学
長
の
演
奏
に
よ
り
、
実
際
に
そ
の

音
色
が
披
露
さ
れ
た
。

◆
平
成
十
九
年
度
卒
業
式「
い
い
日
旅
立

ち
に
乾
杯
」

　

三
月
二
十
五
日
、
奏
楽
堂
に
て
平
成
十
九
年

度
卒
業
式
が
挙
行
さ
れ
た
。
今
年
の
卒
業
式
は
、

器
楽
科
教
員
に
よ
る
奏
楽
で
幻
想
的
に
幕
を
開

け
、
学
長
式
辞
で
は
、
邦
楽
科
教
員
及
び
学
生

が
力
強
い
尺
八
を
奏
で
る
な
か
、
宮
田
亮
平
学

長
が
、
古
代
中
国
の
金
文
に
表
れ
た
「
慈
」
と

い
う
文
字
を
縦
横
約
二
メ
ー
ト
ル
の
特
製
パ
ネ

ル
に
揮
毫
し
て
会
場
を
大
い
に
沸
か
せ
、
豊
か

な
人
間
性
を
育
む
よ
う
卒
業
生
を
激
励
し
た
。

◆
映
像
研
究
科
映
画
専
攻
修
了
制
作
展

　

三
月
二
十
九
日
か
ら
三
十
日
ま
で
、
横
浜
校

地
馬
車
道
校
舎
に
お
い
て
、
大
学
院
映
像
研
究

科
映
画
専
攻
第
二
期
生
の
修
了
制
作
作
品
が
上

映
さ
れ
た
。
二
年
間
の
集
大
成
で
あ
る
学
生
映

画
の
領
域
を
は
る
か
に
超
え
た
六
作
品
が
上
映

さ
れ
、
当
日
は
大
勢
の
観
客
の
な
か
、
盛
況
の

う
ち
に
閉
幕
し
た
。

◆
平
成
二
十
年
度
入
学
式

　

四
月
十
日
、
奏
楽
堂
に
て
平
成
二
十
年
度
入

東
京
藝
術
大
学
創
立
一
二
〇
周
年
記
念
事
業

募
金
に
ご
寄
附
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
様

三
月
三
十
一
日
現
在
（
敬
称
略
・
五
十
音
順
）

﹇
個
人
﹈

磯
貝
紀
枝　

岡
信
孝
則　

梶
川
勝
子

小
町
谷
朝
生　

須
賀
善
一　

鈴
木
敏
雄

田
渕
俊
夫　

外
山
雄
三　

中
山
靖
子

畑
中
良
輔　

三
木
敬
之　

宮
田
亮
平

雪
山
行
二　

和
田
省
司

﹇
企
業
・
団
体
等
﹈

（
有
）
イ
シ
イ
エ
ス
テ
ー
ト

（
株
）河
合
楽
器
製
作
所  

ス
ズ
デ
ン（
株
）

東
京
ト
ヨ
ペ
ッ
ト（
株
）  

中
村
工
業
（
株
）

（
有
）パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ー
ツ　
（
株
）
遊
美
堂
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第17号刊行にあたって

　横浜の映像研究科にアニメーショ
ン専攻が設置され、今年度4月より
スタートした。拠点の万国橋校舎は
赤レンガ倉庫に近く、横浜らしさ漂
う皆がうらやむ環境だ。今回着任さ
れた立体アニメーション領域の伊藤
有壱先生に先日話を聞く機会があっ
たが、「とても順調で、充実してい
る」とのこと。新しい藝大の顔とし
て頼もしかった。
　アニメーション専攻の教員座談会
の中で特に印象深かったのは、批評
というものが衰退してしまったこと
について憂いている点だ。作品の
「紹介はあるけど批評はない」（出口
教授）昨今の状況は、何も新領域の
アニメーションに限ったことではな
い。すべての芸術分野が批評なき
“他人事”状態に陥っている。批評
こそ創造の肥やしであると同時に、
最も重要な情報交差であることを再
認識しなければ、そう強く感じた。

藝大通信編集長
長濱雅彦

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
東京藝術大学大学美術館　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
東京藝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

学
式
が
挙
行
さ
れ
た
。
廣
江
理
枝
准
教
授
が
演

奏
す
る
多
彩
な
音
色
と
荘
厳
な
響
き
の
パ
イ
プ

オ
ル
ガ
ン
で
、
緊
張
す
る
新
入
生
を
圧
倒
的
な

ス
ケ
ー
ル
で
包
み
込
み
歓
迎
す
る
と
と
も
に
、

学
長
式
辞
で
壇
上
に
上
が
っ
た
宮
田
学
長
が
、

揮
毫
し
た
「
目
」
と
い
う
文
字
を
掲
げ
、
恵
ま

れ
た
日
に
も
、
苦
難
が
続
く
と
き
も
、
自
ら
を

し
っ
か
り
見
つ
め
る
「
目
」
を
持
ち
、
悔
い
の

な
い
学
生
生
活
を
送
る
よ
う
励
ま
し
た
。

◆
油
絵
具「
油
一
／Y

U
IC
H
I

」全
国
販

売
へ

　

産
学
連
携
に
よ
る
研
究
成
果
を
世
に
問
う
試

み
と
し
て
、
本
学
が
初
め
て
商
品
化
し
た
油
絵

具
「
油
一
／Y

U
IC
H
I

」
の
発
売
か
ら
一
年
。

こ
れ
ま
で
藝
大
ア
ー
ト
プ
ラ
ザ
で
の
み
販
売
さ

れ
て
い
た
「
油
一
／Y

U
IC
H
I

」
が
、
五
月
よ

り
全
国
販
売
さ
れ
た
。

◆
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
管
弦
楽
団
員
が
附

属
音
楽
高
等
学
校
へ
来
校

　

五
月
二
十
二
日
、
公
演
の
た
め
来
日
し
た
ア

メ
リ
カ
・
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
管
弦
楽
団
の
メ

ン
バ
ー
が
、
音
楽
学
部
附
属
音
楽
高
等
学
校
を

訪
れ
、
生
徒
た
ち
と
交
流
会
を
行
っ
た
。

　

世
界
有
数
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
で
あ
る
同
楽
団

メ
ン
バ
ー
の
熱
の
こ
も
っ
た
指
導
に
、
生
徒
た

ち
は
真
剣
に
耳
を
傾
け
、
予
定
の
時
間
を
は
る

か
に
超
え
る
充
実
し
た
交
流
会
と
な
っ
た
。

◆
宙（
そ
ら
）へ
│
学
長
と
語
ろ
う
ト
ー

ク
＆
コ
ン
サ
ー
ト
│

　

五
月
三
十
一
日
、
第
三
回
「
学
長
と
語
ろ
う

ト
ー
ク
＆
コ
ン
サ
ー
ト
」
が
、
ゲ
ス
ト
に
Ｊ
Ａ

Ｘ
Ａ
宇
宙
飛
行
士
の
向
井
千
秋
氏
を
招
い
て
開

催
さ
れ
た
。

　

第
一
部
は
、
宮
田
学
長
の
「
宇
宙
飛
行
と
い

う
未
知
な
る
体
験
を
さ
れ
た
向
井
さ
ん
の
お
話

を
聞
き
な
が
ら
、
私
た
ち
も
そ
の
感
動
を
共
有

し
た
い
」
と
い
う
言
葉
で
始
ま
り
、
向
井
氏
の

「
宇
宙
で
は
、
天
女
の
よ
う
に
舞
っ
た
」
と
い

う
無
重
力
空
間
の
こ
と
や
、「
地
上
に
降
り
立

っ
た
と
き
に
重
力
が
あ
る
こ
と
を
実
感
で
き
た

こ
と
が
一
番
印
象
的
だ
っ
た
」
と
の
体
験
談
に
、

感
動
を
共
有
し
た
会
場
か
ら
は
盛
大
な
拍
手
が

送
ら
れ
た
。

　

休
憩
を
挟
ん
だ
第
二
部
コ
ン
サ
ー
ト
で
は
、

向
井
氏
の
リ
ク
エ
ス
ト
に
よ
り
Ｗ
．
Ａ
．
モ
ー

ツ
ァ
ル
ト
交
響
曲
第
四
十
一
番
《
ジ
ュ
ピ
タ

ー
》、
Ｇ
．
ホ
ル
ス
ト
組
曲
《
惑
星
》
か
ら

〈
木
星
（
ジ
ュ
ピ
タ
ー
）〉
が
音
楽
学
部
学
生
オ

ー
ケ
ス
ト
ラ
に
よ
っ
て
演
奏
さ
れ
、
参
加
者
を

創
造
の
宇
宙
空
間
へ
と
誘
っ
た
。

　

コ
ン
サ
ー
ト
終
了
後
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
な

い
サ
プ
ラ
イ
ズ
企
画
と
し
て
、
奏
楽
堂
に
集
っ

た
す
べ
て
の
人
々
が
《
故
郷
》
を
合
唱
し
、
盛

況
の
う
ち
に
終
了
し
た
。

◆
奏
楽
堂
で「
ら
く
ご
ペ
ラ
」

　

七
月
六
日
、
奏
楽
堂
で
恒
例
と
な
っ
た
「
藝

大
と
あ
そ
ぼ
う
〈
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
逆
襲
２
〜

オ
ペ
ラ
星
か
ら
の
使
者
〜
〉」
演
奏
会
が
開
か

れ
た
。

　

こ
の
「
藝
大
と
あ
そ
ぼ
う
」
は
、
生
の
演
奏

に
初
め
て
接
す
る
子
ど
も
た
ち
に
、
音
楽
と
の

楽
し
い
出
会
い
の
場
を
提
供
し
て
、
少
し
で
も

音
楽
に
興
味
を
持
っ
て
も
ら
い
た
い
と
願
う
試

み
の
一
つ
。

　

コ
ン
サ
ー
ト
は
、
ス
ト
リ
ン
グ
王
国
の
ヴ
ィ

オ
リ
ー
ノ
王
と
ア
ル
パ
姫
の
結
婚
式
の
お
祝
い

の
品
と
し
て
、
オ
ペ
ラ
星
か
ら
贈
ら
れ
た
美
し

い
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
（
オ
ラ
ン
パ
ト
ラ
）
と
、
や

は
り
オ
ペ
ラ
星
か
ら
や
っ
て
き
た
謎
の
吟
遊
詩

人
（
タ
ン
ホ
イ
ッ
サ
）
を
め
ぐ
る
物
語
を
軸
に

落
語
仕
立
て
で
進
め
ら
れ
、
上
方
落
語
界
の
ホ

ー
プ
桂
小
米
朝
師
匠
が
語
り
手
と
ヴ
ィ
オ
リ
ー

ノ
王
を
演
じ
た
。

　

小
米
朝
師
匠
は
こ
れ
ま
で
に
も
各
地
で
オ
ー

ケ
ス
ト
ラ
と
競
演
し
、
オ
ペ
ラ
と
上
方
落
語
と

を
合
体
さ
せ
た
「
ら
く
ご
ペ
ラ
」
に
取
り
組
ん

で
き
た
が
、
本
公
演
も
ま
さ
に
落
語
と
オ
ペ
ラ

の
ア
リ
ア
が
渾
然
一
体
と
な
っ
た
ス
テ
ー
ジ
と

な
っ
た
。

◆
藝
大
フ
レ
ン
ズ
加
入
者
状
況

加
入
者
数
（
平
成
二
十
年
七
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
二
四
名

◆
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

芸
大
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展

　

会
期　

四
月
十
日
〜
七
月
二
十
一
日

　

入
場
者
数　

約
六
万
三
七
二
五
名

バ
ウ
ハ
ウ
ス
・
デ
ッ
サ
ウ
展

　

会
期　

四
月
二
十
六
日
〜
七
月
二
十
一
日

　

入
場
者
数　

約
八
万
三
八
八
九
名

奏
楽
堂

第
三
回 

東
京
藝
術
大
学
奏
楽
堂
企
画 

学
内
公

募
最
優
秀
企
画　

国
撃
タ
レ
テ
響
キ
在
リ

　

開
催
日　

三
月
十
五
日

　

入
場
者
数　

五
六
九
名

薬
師
寺 

一
三
〇
〇
年
の
響
き

　

開
催
日　

四
月
二
十
六
日
、
二
十
七
日

　

入
場
者
数　

九
一
〇
、
九
一
一
名

藝
大
と
あ
そ
ぼ
う 

〈
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
逆
襲
２ 

〜
オ
ペ
ラ
星
か
ら
の
使
者
〜
〉

　

開
催
日　

七
月
六
日

入
場
者
数　

七
〇
一
名
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