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鈴木 雅明（すずき・まさあき）
1954年兵庫県生まれ。1976年東京藝術大学音楽学部作曲科卒業。78年同大学院
音楽研究科器楽専攻（オルガン）修了。1979年アムステルダム・スウェーリン
ク音楽院入学。83年同音楽院卒業。1981～83年西ドイツ・ルール州立音楽大学
（デュイスブルク）講師。1983～90年神戸松蔭女子学院大学助教授。1990年バッ
ハ・コレギウム・ジャパン（BCJ）創設。1990年東京藝術大学器楽科（古楽）
助教授。2004年教授。
「バロック音楽の第一人者としての存在感は圧倒的で国際的に高く評価できる」
として2009年に芸術選奨文部科学大臣賞を受賞した。
（撮影場所：奏楽堂パイプオルガン前）
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特
集大

学
美
術
館
と
奏
楽
堂
、一〇
年
の
展
開

一九
九
八
年
に
オ
ー
プ
ン
し
た
奏
楽
堂
と
翌
年
開
館
し
た
大
学
美
術
館
。

一〇
年
に
お
よ
ぶ
活
動
は
広
く
社
会
に
認
め
ら
れ

上
野
の
杜
の
芸
術
拠
点
と
し
て
定
着
し
た
感
が
あ
る
。

藝
大
の
窓
口
の
役
割
を
果
た
す
二
つ
の
施
設
の

〝
こ
れ
ま
で
〞を
語
る
と
と
も
に〝
こ
れ
か
ら
〞を
展
望
す
る
。

開
か
れ
た

藝
大
の
窓
口



構
想
の
実
現
、
活
動
の
持
続

司
会　
「
藝
大
通
信
」
で
は
第
四
号
と
第
五
号
で

大
学
美
術
館
と
奏
楽
堂
を
特
集
し
ま
し
た
。
今
回

は
、
一
〇
年
が
経
過
し
た
二
つ
の
施
設
を
振
り
返

る
と
と
も
に
、
今
後
ど
の
よ
う
な
展
望
や
構
想
を

持
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
お
話
を
う
か
が
い
た
い

と
思
い
ま
す
。

薩
摩　

私
は
一
九
九
〇
年
代
前
半
、
東
京
都
現
代

美
術
館
の
準
備
室
で
設
立
の
仕
事
に
携
わ
っ
て
い

ま
し
た
。
現
代
美
術
館
が
ち
ょ
う
ど
完
成
す
る
こ

薩
摩
雅
登

大
学
美
術
館 

教
授

古
田 
亮

大
学
美
術
館 

准
教
授

大
石 

泰

演
奏
芸
術
セ
ン
タ
ー 

准
教
授

松
島 

穆

演
奏
芸
術
セ
ン
タ
ー 

ス
テ
ー
ジ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

ろ
、
こ
ん
ど
は
藝
大
か
ら
、
美
術
館
設
立
の
構
想

を
進
め
る
の
で
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
来
て
ほ
し
い
と

話
が
あ
り
、
一
九
九
四
年
一
〇
月
一
日
こ
こ
に
来

ま
し
た
。
同
年
一
二
月
か
ら
ハ
ー
ド
部
門
を
六
角

鬼
丈
教
授
（
当
時
）
が
、
ソ
フ
ト
部
門
を
越
宏
一

教
授
が
中
心
と
な
っ
て
本
学
の
美
術
館
構
想
を
約

三
か
月
と
い
う
短
期
間
で
ま
と
め
あ
げ
た
ん
で
す
。

あ
の
と
き
は
、
大
学
の
教
員
方
の
集
中
力
は
す
ご

い
も
の
だ
と
ほ
ん
と
う
に
感
心
し
ま
し
た
。

　

一
九
九
五
年
の
秋
に
補
正
予
算
が
つ
き
大
学
美

術
館
の
建
設
が
決
ま
り
、
そ
こ
か
ら
一
気
に
建
設

が
進
み
、
一
九
九
九
年
秋
に
開
館
し
ま
し
た
。
で

薩摩雅登（さつま・まさと）
教授─大学美術館

1956年東京生まれ。早稲田大学第一文学部美術史学専攻卒業。
早稲田大学大学院文学研究科西洋美術史学専攻博士課程満期修了。

ヴュルツブルク大学哲学部留学。
東京都教育庁新美術館（現代美術館）建設準備室学芸員を経て

1994年東京藝術大学芸術資料館助手。
2007年より現職。

す
か
ら
、
具
体
的
な
構
想
か
ら
完
成
ま
で
ほ
ぼ
五

年
し
か
か
か
っ
て
い
な
い
ん
で
す
。

　

大
学
美
術
館
の
柱
は
二
つ
あ
り
ま
す
。
一
つ
め

は
二
万
八
千
点
以
上
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
数
々
で

す
。
二
つ
め
は
学
内
で
の
教
育
研
究
成
果
を
な
る

べ
く
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
展
示
し
、
社
会
に
公
開
す

る
こ
と
で
す
。
そ
う
し
た
構
想
を
実
現
す
る
た
め

に
、
明
確
に
機
能
区
分
し
た
四
つ
の
展
示
室
、
展

示
面
積
よ
り
も
大
き
い
収
蔵
庫
、
調
査
研
究
を
行

う
た
め
の
充
実
し
た
バ
ッ
ク
ヤ
ー
ド
を
持
つ
、
地

上
四
階
、
地
下
四
階
の
設
計
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

展
示
室
が
地
下
階
と
三
階
に
分
か
れ
て
い
る
の
は
、

全
展
示
室
を
使
用
す
る
大
き
な
展
覧
会
に
は
不
都

合
も
あ
り
ま
す
が
、
当
時
は
そ
う
し
た
企
画
展
・

特
別
展
を
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
ん
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
開
館
し
て
ま
も
な
く
す
る
と
、
東
京

の
上
野
と
い
う
好
立
地
に
、
こ
れ
だ
け
の
展
示
空

間
が
で
き
た
の
で
す
か
ら
、
外
部
か
ら
の
持
ち
込

み
企
画
が
出
て
き
ま
し
た
。
現
在
で
は
、
そ
う
し

た
企
画
展
も
柱
の
三
本
め
に
加
わ
っ
た
の
で
す
。

一
〇
年
か
か
っ
て
よ
う
や
く
、
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ

た
方
針
が
見
え
て
き
た
と
い
う
の
が
現
状
で
す
。

大
石　

奏
楽
堂
設
立
の
構
想
と
目
的
に
つ
い
て
当

時
の
資
料
を
見
る
と
、
音
楽
学
部
と
美
術
学
部
の

枠
を
超
え
て
新
し
い
舞
台
芸
術
の
創
造
の
場
と
な

る
よ
う
な
施
設
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
こ
と
だ
っ
た

よ
う
で
す
。
も
と
も
と
音
楽
学
部
に
は
旧
奏
楽
堂

が
あ
り
、
そ
こ
で
コ
ン
サ
ー
ト
や
卒
業
式
を
行
っ

て
い
た
の
で
す
が
、
非
常
に
手
狭
に
な
る
と
と
も

に
老
朽
化
し
た
た
め
、
台
東
区
の
協
力
の
も
と
解

体
修
理
し
て
上
野
公
園
内
に
移
築
し
ま
し
た
。
そ

れ
以
来
、
学
内
に
は
設
備
が
整
っ
た
コ
ン
サ
ー
ト

ホ
ー
ル
が
な
い
状
態
が
ず
っ
と
続
い
て
い
ま
し
た
。

演
奏
会
を
開
く
に
も
学
外
の
ホ
ー
ル
を
借
り
な
く

て
は
な
ら
な
い
と
い
う
不
便
を
解
消
す
る
た
め
、

新
し
い
ホ
ー
ル
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
構
想
は
あ
っ

た
の
で
す
が
、
な
か
な
か
実
現
に
は
至
ら
ず
、
よ

う
や
く
一
九
九
八
年
に
実
現
し
ま
し
た
。
そ
れ
を

機
に
社
会
に
向
け
て
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
発
信
し

て
い
く
基
地
が
で
き
た
の
で
す
。

古
田　

藝
大
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
特
徴
は
、
大
学
と

�

特
集　

開
か
れ
た
藝
大
の
窓
口　

特
集
座
談
会



い
う
現
場
で
つ
く
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
い

う
点
に
あ
り
ま
す
。
学
生
の
卒
業
制
作
や
修
了
制

作
の
買
い
上
げ
、
有
名
な
も
の
で
は
自
画
像
な
ど

が
毎
年
蓄
積
さ
れ
て
い
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た

シ
ス
テ
ム
が
構
築
さ
れ
て
い
く
な
か
に
大
学
美
術

館
は
あ
る
わ
け
で
す
が
、
自
動
的
に
ア
ー
カ
イ
ブ

化
さ
れ
て
い
く
も
の
を
た
だ
貯
め
て
い
る
だ
け
で

は
な
く
、
い
か
に
見
せ
る
か
と
い
う
こ
と
が
重
要

に
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
に
は
見
せ
る
技
術
を
駆

使
す
る
こ
と
で
初
め
て
展
示
と
い
え
る
も
の
に
な

る
わ
け
で
す
。
大
学
美
術
館
は
、
い
い
展
示
と
は

ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
こ
と
を
率
先
し
て
発
信

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。「
コ
レ
ク
シ

ョ
ン
展
」
を
中
心
に
大
学
美
術
館
の
方
向
性
を
打

ち
出
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
の
で
す
。

　

単
な
る
〝
名
品
展
〞
で
は
な
く
、
自
ら
明
確
な

テ
ー
マ
を
打
ち
出
し
て
い
く
。
切
り
口
を
鮮
明
に

し
た
括
り
で
選
ぶ
と
、
同
じ
作
品
群
で
も
違
う
よ

う
に
見
え
る
。
そ
れ
こ
そ
が
展
示
の
醍
醐
味
で
あ

る
わ
け
で
す
。
模
索
を
続
け
て
き
た
「
コ
レ
ク
シ

ョ
ン
展
」
で
す
が
、
一
〇
年
か
か
っ
て
よ
う
や
く

軌
道
に
乗
っ
た
と
こ
ろ
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

松
島　

私
は
演
奏
企
画
の
側
面
か
ら
で
は
な
く
、

「
音
響
空
間
」
と
し
て
の
奏
楽
堂
に
つ
い
て
お
話

し
た
い
と
思
い
ま
す
。
奏
楽
堂
が
で
き
た
ば
か
り

の
こ
ろ
、
藝
大
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ア
の
練
習
を
聴

い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
と
き
反
射
音
が
多

す
ぎ
て
、
響
き
が
も
の
す
ご
い
な
か
で
練
習
し
て

い
た
こ
と
が
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。

　

コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
と
い
う
の
は
テ
ィ
ン
パ
ニ

（
打
楽
器
）
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
い
る
ん
で
す
。
テ

ィ
ン
パ
ニ
は
、
中
心
を
叩
い
て
も
音
に
な
ら
な
い

の
で
、
奏
者
は
中
心
か
ら
離
れ
た
部
分
を
叩
き
ま

す
。
中
心
か
ら
エ
ッ
ジ
ま
で
を
三
等
分
し
て
、
エ

ッ
ジ
か
ら
三
分
の
二
ま
で
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
状

態
が
、
ホ
ー
ル
の
基
礎
構
造
だ
と
思
う
ん
で
す
。

そ
う
す
る
と
三
分
の
二
ま
で
が
ス
テ
ー
ジ
で
、
正

円
で
も
楕
円
で
も
円
み
の
応
用
を
き
か
せ
れ
ば
い

い
ん
で
す
ね
。

　

ま
た
テ
ィ
ン
パ
ニ
の
胴
体
の
な
か
は
で
こ
ぼ
こ

な
ん
で
す
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
、

土
台
を
乗
せ
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
部
分
に
、
畑
の

畝う
ね

の
よ
う
な
状
態
で
床
板
を
敷
い
て
あ
る
の
を
見

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
床
下
の
部
分
が
テ

ィ
ン
パ
ニ
と
同
じ
デ
コ
ボ
コ
し
た
構
造
な
ん
で
す

ね
。
日
本
の
太
鼓
、
三
味
線
、
琴
も
、
な
か
に
は

溝
が
で
き
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
乱
反
射
し
て
い

る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
っ
た
状
態
が
ホ
ー
ル
の
空

間
に
あ
る
と
音
の
流
れ
と
し
て
と
て
も
よ
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。

　

奏
楽
堂
で
も
、
オ
ル
ガ
ン
の
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
全

部
飛
ば
し
て
し
ま
う
と
パ
イ
プ
の
丸
み
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
丸
み
を
利
用
す
る
と
乱
反
射
す
る
で
し

ょ
う
。
客
席
の
ほ
う
は
左
右
対
称
だ
か
ら
、
必
ず

同
じ
方
向
に
音
が
集
合
し
て
し
ま
う
ん
で
す
。
だ

か
ら
客
席
の
中
央
で
聴
く
よ
り
は
、
端
や
奥
の
ほ

う
で
聴
い
た
ほ
う
が
聴
き
や
す
い
と
い
う
現
象
が

起
き
る
ん
で
す
ね
。

学
外
連
携
と
多
彩
な
プ
ロ
グ
ラ
ム

薩
摩　

一
九
九
〇
年
代
前
半
に
、
文
部
省
が
〈
ユ

ニ
バ
ー
シ
テ
ィ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
構
想
〉
と
い
う

こ
と
を
提
唱
し
始
め
ま
し
た
。
こ
れ
は
明
治
以
来

の
伝
統
を
持
っ
て
い
る
国
立
大
学
に
は
多
く
の
学

術
標
本
な
ど
の
資
料
が
秘
蔵
さ
れ
て
い
る
は
ず
な

の
に
、
あ
る
先
生
の
集
め
た
資
料
が
、
研
究
室
を

引
き
継
ぐ
人
に
よ
っ
て
は
必
ず
し
も
大
事
に
扱
わ

れ
ず
に
、
ど
こ
か
に
死
蔵
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う

こ
と
が
起
こ
り
得
る
の
で
す
。
そ
う
し
た
も
の
を

整
理
し
、
展
示
し
て
い
こ
う
と
い
う
構
想
で
す
。

九
州
大
学
の
人
骨
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
や
、
東
京
大
学

の
植
物
の
タ
イ
プ
標
本
な
ど
理
科
系
の
資
料
が
ほ

と
ん
ど
で
す
。
そ
う
し
た
流
れ
の
な
か
で
、
大
学

美
術
館
は
比
較
的
早
い
段
階
で
開
館
す
る
こ
と
が

で
き
た
の
で
す
が
、
立
場
と
し
て
は
、
美
術
・
芸

術
資
料
に
特
化
し
た
「
ユ
ニ
バ
ー
シ
テ
ィ
・
ミ

ュ
ー
ジ
ア
ム
」
に
な
る
わ
け
で
す
。

　

藝
大
の
大
学
美
術
館
が
、
ほ
か
の
ユ
ニ
バ
ー
シ

テ
ィ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と
決
定
的
に
異
な
る
の
は
、

先
ほ
ど
も
言
っ
た
よ
う
に
上
野
と
い
う
魅
力
的
な

立
地
条
件
な
ん
で
す
。
し
か
し
、
こ
こ
は
あ
く
ま

で
も
大
学
の
美
術
館
で
す
か
ら
、
持
ち
込
ま
れ
た

企
画
に
対
し
て
、
貸
し
会
場
的
な
利
用
を
認
め
る

わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
ど
ん
な
企

画
で
も
藝
大
の
側
か
ら
対
案
を
出
し
て
、
議
論
を

し
な
が
ら
進
め
て
い
く
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。

あ
る
い
は
こ
ち
ら
か
ら
発
案
し
て
メ
デ
ィ
ア
に
協

力
を
依
頼
す
る
よ
う
な
事
例
も
あ
り
ま
す
。
い
ず

れ
に
し
て
も
、
大
学
の
美
術
館
と
し
て
内
容
的
に

恥
ず
か
し
く
な
い
も
の
を
選
別
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
設
立
当
初
は
タ
イ
ミ
ン
グ
や
ノ

ウ
ハ
ウ
が
う
ま
く
つ
か
め
ず
、
集
客
は
あ
っ
た
が

内
容
的
に
は
い
か
が
な
も
の
か
と
か
、
内
容
は
よ

か
っ
た
が
人
は
あ
ま
り
入
ら
な
か
っ
た
と
い
っ
た

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
最
近
で
は
広
報
を
含
め

て
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
思

い
ま
す
。

　

そ
う
し
た
な
か
で
私
が
最
も
印
象
に
残
っ
て
い

る
の
は
、「
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
展
│
古
代
ギ
リ
シ

ア
芸
術
・
神
々
の
遺
産
│
」
展
（
二
〇
〇
六
年
六

月
一
七
日
〜
八
月
二
〇
日
）
で
す
。
日
本
テ
レ
ビ

の
メ
セ
ナ
事
業
で
、
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
の
「
モ

ナ
・
リ
ザ
」
の
展
示
室
の
改
築
と
、
続
い
て
「
ミ

�
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ロ
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
」
の
展
示
室
の
改
築
を
行
う
こ

と
と
な
り
、
改
築
の
あ
い
だ
彫
刻
作
品
を
収
蔵
庫

に
納
め
て
お
く
よ
り
も
、「
ミ
ロ
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
」

以
外
の
彫
刻
で
あ
れ
ば
日
本
に
お
貸
し
し
ま
し
ょ

う
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
企
画
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
た
だ
ル
ー
ヴ
ル
か
ら
彫
刻
を
持
っ
て

き
て
「
古
代
ギ
リ
シ
ア
彫
刻
展
」
と
銘
打
っ
て
も
、

日
本
の
西
洋
美
術
史
の
研
究
レ
ベ
ル
は
そ
ん
な
に

低
く
な
い
で
す
か
ら
、
あ
ま
り
意
味
が
な
い
と
思

っ
た
の
で
す
。

　

そ
こ
で
た
ま
た
ま
私
が
ド
イ
ツ
の
大
学
で
ギ
リ

シ
ア
陶
器
を
副
専
攻
に
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
も

あ
り
、
彫
刻
の
ほ
か
に
陶
器
も
加
え
た
テ
ー
マ
を

設
定
し
、
本
学
な
ら
で
は
の
テ
ー
マ
を
持
っ
た
展

覧
会
と
な
っ
た
の
で
す
。
結
果
的
に
ル
ー
ヴ
ル
側

も
非
常
に
お
も
し
ろ
い
と
評
価
し
て
く
れ
た
の
は
、

縦
割
り
の
組
織
と
な
っ
て
い
る
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館

で
は
、
あ
り
え
な
い
展
示
だ
っ
た
か
ら
な
ん
で
す

ね
。

大
石　
「
藝
大
と
あ
そ
ぼ
う
」（
本
年
七
月
四
日
）

の
チ
ラ
シ
を
持
っ
て
来
た
の
で
す
が
、
主
催
の
と

こ
ろ
に
東
京
藝
術
大
学
音
楽
学
部
と
東
京
藝
術
大

学
演
奏
芸
術
セ
ン
タ
ー
が
併
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
奏
楽
堂
で
催
さ
れ
る
演
奏
会
に
は
二
種

類
あ
っ
て
、
そ
の
主
体
に
よ
っ
て
表
記
が
変
わ
っ

て
く
る
の
で
す
。
オ
ペ
ラ
や
学
生
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ

の
定
期
演
奏
会
な
ど
音
楽
学
部
が
主
体
の
場
合
、

主
催
の
表
記
は
東
京
藝
術
大
学
音
楽
学
部
が
先
に

来
ま
す
。「
藝
大
と
あ
そ
ぼ
う
」
の
よ
う
に
、
演

奏
芸
術
セ
ン
タ
ー
が
企
画
、
主
導
し
て
制
作
す
る

コ
ン
サ
ー
ト
の
場
合
は
演
奏
芸
術
セ
ン
タ
ー
の
表

記
が
先
に
来
る
の
で
す
。
音
楽
学
部
主
催
の
コ
ン

サ
ー
ト
は
、
学
生
た
ち
の
日
ご
ろ
の
教
育
研
究
成

果
を
披
露
す
る
と
い
う
性
格
が
強
い
わ
け
で
す
が
、

演
奏
芸
術
セ
ン
タ
ー
が
主
導
し
て
お
こ
な
う
コ
ン

サ
ー
ト
は
、
企
画
そ
の
も
の
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込

め
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
た
違
い
が
両
者
に
は
あ
り

ま
す
。

　

演
奏
芸
術
セ
ン
タ
ー
主
催
の
演
奏
会
に
は
三
つ

の
柱
が
あ
り
、
一
つ
め
は
「
藝
大
の
響
き
」
と
い

う
シ
リ
ー
ズ
で
す
。
こ
れ
は
音
楽
学
部
の
様
々
な

専
攻
の
垣
根
を
取
り
払
い
、
共
同
で
演
奏
会
を
企

画
し
て
い
こ
う
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
の
最
も
端

的
な
も
の
が
、
作
曲
家
を
取
り
上
げ
て
い
く
演
奏

会
シ
リ
ー
ズ
で
、
今
年
度
は
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
、

ヘ
ン
デ
ル
、
ハ
イ
ド
ン
で
す
。
各
科
が
作
曲
家
の

曲
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
取
り
上
げ
て
、
全
体

と
し
て
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
く

と
い
う
仕
組
み
の
演
奏
会
で
す
。

　

二
つ
め
は
「
奏
楽
堂
シ
リ
ー
ズ
」
で
す
。
こ
ち

ら
は
各
科
の
独
自
性
を
打
ち
出
し
て
い
く
演
奏
会

で
、
た
と
え
ば
オ
ル
ガ
ン
、
歌
、
管
打
楽
器
の
シ

リ
ー
ズ
な
ど
、
各
専
攻
が
自
分
た
ち
な
ら
で
は
の

企
画
を
前
面
に
出
し
て
い
く
演
奏
会
シ
リ
ー
ズ
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

三
つ
め
は
「
藝
大
21
」
で
、
こ
れ
が
演
奏
芸
術

セ
ン
タ
ー
の
特
色
が
い
ち
ば
ん
強
く
出
る
シ
リ
ー

ズ
と
な
っ
て
い
ま
す
。「
い
ま
」
と
い
う
時
代
を

見
つ
め
て
新
し
い
試
み
に
挑
戦
し
て
お
り
、「
ジ

ャ
ズ
in
藝
大
」
や
ア
ジ
ア
に
着
目
す
る
「
ア
ジ

ア
・
躍
動
す
る
音
た
ち
」、
現
代
音
楽
を
紹
介
す

る
「
創
造
の
杜
」
な
ど
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
あ
り
ま

す
。

　

も
う
一
つ
触
れ
て
お
き
た
い
の
が
モ
ー
ニ
ン
グ

コ
ン
サ
ー
ト
で
す
。
こ
れ
は
四
十
年
近
い
歴
史
の

あ
る
も
の
で
、
藝
大
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ア
と
い
う

プ
ロ
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
と
選
抜
さ
れ
た
優
秀
な
学

生
が
共
演
し
て
、
毎
週
で
は
な
い
の
で
す
が
、
木

曜
日
の
午
前
中
に
約
一
時
間
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
無

料
で
提
供
す
る
も
の
で
す
。
こ
れ
が
最
近
は
た
い

へ
ん
な
人
気
で
、
二
〇
〇
八
年
度
は
一
三
回
の
演

奏
会
で
、
入
場
者
の
総
数
が
初
め
て
一
万
人
を
超

え
た
ん
で
す
。
一
回
の
平
均
入
場
者
数
が
八
一
一

人
で
す
か
ら
、
非
常
に
大
き
な
集
客
力
が
あ
り
ま

す
。参

加
体
験
型
演
奏
会
の
試
み

大
石　
「
藝
大
と
あ
そ
ぼ
う
」
に
つ
い
て
、
私
が

こ
の
名
前
に
込
め
て
い
る
意
味
は
、〝
藝
大
〞
に

は
も
ち
ろ
ん
場
所
、
施
設
の
意
味
も
あ
り
ま
す
が
、

そ
こ
に
は
先
生
や
学
生
も
い
る
わ
け
で
す
よ
ね
。

そ
う
い
っ
た
も
の
す
べ
て
が
「
藝
大
と
あ
そ
ぼ

う
」
の
〝
藝
大
〞
に
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

と
く
に
小
中
学
生
と
そ
の
親
を
対
象
に
、
ほ
か
の

施
設
で
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
形
で
は
な
い
「
フ

ァ
ミ
リ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ト
」
を
考
え
よ
う
と
、
毎

年
い
ろ
い
ろ
な
工
夫
を
し
て
い
ま
す
。

　

今
年
は
初
め
て
の
試
み
と
な
る
の
で
す
が
、
音

楽
学
部
を
開
放
し
て
、
一
種
の
テ
ー
マ
パ
ー
ク
を

め
ざ
し
ま
し
た
。
奏
楽
堂
だ
け
で
は
な
く
て
、
音

楽
学
部
の
校
舎
内
の
ホ
ー
ル
や
、
教
室
も
使
用
し

ま
す
。
参
加
体
験
型
の
催
し
で
す
か
ら
、
子
供
た

ち
が
手
づ
く
り
の
楽
器
を
つ
く
っ
て
一
緒
に
ア
ン

サ
ン
ブ
ル
を
し
て
み
た
り
、
そ
の
よ
う
な
場
を
で

き
る
だ
け
多
く
設
け
た
い
と
企
画
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
は
、
美
術
学
部
や
映
像
研
究
科
と
も

一
緒
に
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
き
る
と
い
い
な
と

思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
今
回
は
時
間
的
に
も
余
裕

が
な
い
な
か
、
デ
ザ
イ
ン
科
の
学
生
た
ち
が
つ
く

っ
た
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
連
続
上
映
す
る
部
屋
を

用
意
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

薩
摩　

大
学
美
術
館
は
、
外
側
か
ら
見
る
と
ど
う

し
て
も
展
覧
会
活
動
が
中
心
と
捉
え
ら
れ
が
ち
で

�
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す
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
活
動
の
一
部
な
ん
で

す
。
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
管
理
や
修
復
、
そ
れ
に
調

査
と
い
っ
た
重
要
な
仕
事
も
日
常
的
に
行
わ
れ
て

い
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
美
術
館
は
か
な

り
特
殊
な
組
織
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

大
学
美
術
館
と
奏
楽
堂
に
よ
る
共
同
企
画
は
難

し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
何
か
一
緒
に
で
き
な

い
か
考
え
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

大
石　
「
バ
ウ
ハ
ウ
ス
・
デ
ッ
サ
ウ
展
」（
二
〇
〇

八
年
四
月
二
六
日
〜
七
月
二
一
日
）
の
と
き
の
よ

う
に
展
示
し
て
い
る
期
間
に
予
定
を
合
わ
せ
て
、

そ
れ
に
関
連
す
る
演
奏
会
を
行
う
な
ど
の
企
画
は

ど
う
で
し
ょ
う
か
。

古
田　

展
覧
会
は
二
〜
三
年
前
か
ら
計
画
を
進
め

て
い
る
の
で
、
予
定
を
合
わ
せ
る
の
は
難
し
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
は
じ
め
か
ら
両
者
の
予
定
を

あ
わ
せ
た
共
同
企
画
な
ど
は
可
能
か
も
し
れ
ま
せ

ん
ね
。

松
島　

コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
に
つ
い
て
、
私
は
よ

く
「
三
位
一
体
」
と
い
う
例
え
を
使
っ
て
い
る
の

で
す
が
、
奏
楽
堂
と
大
学
美
術
館
、
そ
こ
を
訪
れ

る
聴
衆
・
観
客
の
三
者
が
ひ
と
つ
に
な
る
よ
う
な

イ
ベ
ン
ト
が
で
き
た
ら
ほ
ん
と
う
に
い
い
で
す
ね
。

　

ホ
ー
ル
に
と
っ
て
の
「
三
位
一
体
」
と
い
う
の

は
、
客
席
の
空
間
、
ス
テ
ー
ジ
の
空
間
、
そ
れ
か

ら
ス
テ
ー
ジ
の
床
下
の
空
間
の
こ
と
な
ん
で
す
。

こ
の
三
つ
の
空
間
が
な
ぜ
大
切
か
と
い
う
と
、
た

と
え
ば
弦
楽
器
の
な
か
に
は
ｆ
字
孔
か
ら
見
る
と

「
魂
柱
」
と
い
う
表
板
の
振
動
を
裏
板
に
伝
え
る

重
要
な
棒
が
入
っ
て
い
ま
す
。
弦
楽
器
は
こ
の
魂

柱
と
弦
、
弦
を
張
る
駒
の
バ
ラ
ン
ス
が
よ
く
な
い

と
い
い
響
き
が
で
ま
せ
ん
。
ホ
ー
ル
も
同
じ
で
三

つ
の
空
間
の
バ
ラ
ン
ス
が
重
要
だ
と
思
っ
て
い
る

ん
で
す
。

　

そ
う
い
う
空
間
の
原
点
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と

い
う
と
、
オ
ラ
ン
ジ
ュ
の
ロ
ー
マ
劇
場
（
南
フ
ラ

ン
ス
、
一
世
紀
）
や
エ
ピ
ダ
ウ
ロ
ス
の
円
形
劇
場

（
ギ
リ
シ
ア
、
紀
元
前
四
世
紀
）
な
ど
で
す
。
ど

ち
ら
も
野
外
劇
場
で
す
が
、
ス
テ
ー
ジ
か
ら
客
席

ま
で
の
音
の
通
り
が
す
ご
く
よ
い
。
こ
の
二
つ
の

劇
場
は
「
透
過
力
が
よ
い
」
と
私
は
思
う
の
で
す

が
、
そ
う
し
た
空
間
の
バ
ラ
ン
ス
を
ホ
ー
ル
の
音

響
設
計
で
考
え
て
ほ
し
い
の
で
す
。
音
響
設
計
の

専
門
家
は
、「
こ
こ
の
空
間
は
、
残
響
何
秒
で
音

設
計
し
て
い
ま
す
」
と
よ
く
い
う
の
で
す
が
、
聴

衆
は
そ
う
い
う
耳
で
は
聴
い
て
い
な
い
し
、
感
じ

て
い
な
い
は
ず
な
ん
で
す
。

発
信
の
場
、

教
育
の
場
と
し
て
の
展
望

古
田　

私
は
藝
大
の
大
学
院
を
出
た
あ
と
、
東
京

国
立
博
物
館
で
古
美
術
を
中
心
に
扱
っ
て
い
ま
し

た
。
そ
の
後
東
京
国
立
近
代
美
術
館
へ
移
り
、
現

代
美
術
を
含
む
近
代
美
術
の
展
覧
会
を
手
掛
け
て
、

二
〇
〇
六
年
に
藝
大
に
戻
っ
て
き
た
の
で
す
。
働

く
場
が
変
わ
る
た
び
に
美
術
館
の
規
模
が
だ
ん
だ

ん
小
さ
く
な
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
（
笑
）。
美
術

館
や
博
物
館
は
、
規
模
に
よ
っ
て
お
客
さ
ん
と
の

関
係
が
微
妙
に
違
い
ま
す
。
た
と
え
ば
東
京
国
立

博
物
館
は
日
本
国
民
全
員
を
相
手
に
す
る
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
で
す
。
言
い
換
え
る
と
、
ひ
と
り
ひ
と

り
の
お
客
さ
ん
の
顔
が
見
え
て
こ
な
い
。
東
京
国

立
近
代
美
術
館
の
ほ
う
は
、
近
代
美
術
の
フ
ァ
ン

と
そ
の
周
辺
、
あ
る
い
は
現
代
作
家
と
現
代
美
術

関
連
の
サ
ー
ク
ル
が
少
し
見
え
る
と
い
う
感
じ
な

ん
で
す
。

　

大
学
美
術
館
は
、
藝
大
を
見
る
窓
口
に
な
っ
て

い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
一
方
で
藝
大
を
発
信

し
て
い
く
た
め
の
窓
の
役
割
も
果
た
し
て
い
ま
す
。

単
に
藝
大
は
こ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
ま
す
と
い
う

だ
け
で
は
な
く
て
、
教
育
機
関
と
し
て
在
学
生
の

た
め
の
高
度
な
教
育
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
っ
て
い
く

責
務
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
大
き
な
前
提
の
な
か
で

美
術
館
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
が

本
来
の
形
だ
と
思
う
の
で
す
。
大
学
美
術
館
が
、

学
生
に
と
っ
て
美
術
館
と
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
、

展
示
と
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
専
門
的
な
教

育
を
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

さ
ら
に
、
芸
術
教
育
は
学
生
に
か
ぎ
っ
た
話
で

は
な
い
と
発
想
す
る
と
、
ほ
ん
と
う
に
将
来
性
が

あ
っ
て
教
育
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
は
、
藝
大

に
入
る
前
の
年
齢
層
に
な
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
た

と
え
ば
「
バ
ウ
ハ
ウ
ス
・
デ
ッ
サ
ウ
展
」
は
、
そ

う
し
た
層
が
目
立
っ
て
多
か
っ
た
ん
で
す
。
藝
大

を
め
ざ
す
と
い
う
の
で
は
な
く
て
も
、
小
・
中
学

校
・
高
校
と
い
う
裾
野
に
対
し
て
、
美
術
を
見
る

楽
し
さ
を
教
え
る
。
そ
れ
が
結
局
、
美
術
に
興
味

を
持
つ
層
を
広
げ
、
そ
の
な
か
か
ら
作
家
が
生
ま

れ
る
と
い
う
こ
と
に
繋
が
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う
の
で
す
。

大
石　

音
楽
も
全
く
同
じ
だ
と
思
い
ま
す
。
音
楽

学
部
は
基
本
的
に
は
ク
ラ
シ
ッ
ク
を
中
心
に
教
え

て
い
ま
す
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
音
楽
に
は
さ

ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
が
あ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
楽

し
み
方
が
あ
り
ま
す
。
芸
術
性
を
高
め
て
追
求
し

て
い
く
と
い
う
の
は
本
道
と
し
て
、
そ
れ
だ
け
で

い
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
思
う
わ
け
で
す
。
今

後
も
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
企
画
を
考
え
る
こ
と

が
、
い
ま
ま
さ
に
演
奏
芸
術
セ
ン
タ
ー
に
課
さ
れ

て
い
る
役
目
だ
と
認
識
し
て
い
ま
す
。
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東
京
藝
術
大
学
大
学
美
術
館
は
本
年
、
開
館
十
周
年
を

迎
え
ま
し
た
。
創
造
の
教
育
研
究
現
場
に
位
置
す
る
本
学

美
術
館
は
、
所
蔵
品
の
保
存
修
復
、
展
示
公
開
、
調
査
研

究
、
教
育
普
及
、
及
び
企
画
展
開
催
等
々
、
通
常
の
美
術

館
業
務
と
と
も
に
、
実
技
系
芸
術
大
学
に
お
け
る
創
作
活

動
と
社
会
と
の
直
接
的
な
接
点
と
な
る
窓
口
と
し
て
、
そ

の
特
性
の
発
揮
に
全
力
を
注
い
で
い
ま
す
。

　

歴
代
の
指
導
者
た
ち
に
よ
る
蒐
集
品
は
、
指
定
文
化
財

三
二
点
を
含
む
、
二
万
八
二
五
七
点
（
平
成
二
十
一
年
五

月
現
在
）
に
達
し
、
そ
れ
ら
は
美
術
工
芸
品
に
限
ら
ず
、

標
本
、
資
料
類
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
、
例
を
み
な
い
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
を
形
成
し
て
い
ま
す
。
芸
術
教
育
と
研
究
の
た

め
の
「
芸
術
資
料
」
や
「
教
材
」
は
、
収
蔵
の
来
歴
と
と

も
に
本
学
特
有
な
内
容
で
あ
り
、
と
り
わ
け
学
生
制
作
品

（
美
術
八
五
三
四
点
）
や
代
々
の
教
員
作
品
は
、
格
別
な

所
蔵
品
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

東
京
美
術
学
校
時
代
以
来
の
陳
列
館
（
昭
和
四
年
）、

正
木
記
念
館
（
昭
和
十
年
）、
芸
術
資
料
館
（
昭
和
四
十

五
年
）、
大
学
美
術
館
取
手
館
（
平
成
六
年
）
で
は
、
時

間
経
過
の
な
か
で
一
般
公
開
の
さ
ま
ざ
ま
な
展
覧
会
が
開

催
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
そ
の
規
模
か
ら
は
「
広
く
社
会

に
開
く
」
ま
で
に
は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
う
し
た
背
景
の
な
か
、
教
育
研
究
の
成
果
を
積
極
的

に
社
会
に
公
開
す
る
こ
と
を
目
指
し
、
平
成
十
一
年
十
月

に
大
学
美
術
館
が
開
館
し
ま
し
た
。
開
館
か
ら
現
在
ま
で

の
入
館
者
数
累
計
は
、
約
二
七
四
万
六
〇
〇
〇
人
（
平
成

二
十
一
年
三
月
現
在
）
と
な
り
、
広
く
社
会
に
開
か
れ
た

窓
口
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

定
例
の
「
卒
業
・
修
了
作
品
展
」「
博
士
審
査
展
（
平

成
十
九
年
度
〜
）」「
退
任
記
念
教
員
展
」「
芸
大
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
展
」
の
ほ
か
に
、
毎
年
企
画
展
が
開
催
さ
れ
て
き

ま
し
た
が
、
な
か
で
も
「
開
館
記
念
芸
大
美
術
館
所
蔵
名

品
展
」（
平
成
十
一
年
・
三
四
万
三
〇
〇
〇
）、「
日
本
画

の
一
〇
〇
年
展
」（
平
成
十
二
年
・
一
一
万
八
〇
〇
〇
）、

「
ウ
ィ
ー
ン
美
術
史
美
術
館
名
品
展
」（
平
成
十
四
年
・
一

五
万
六
〇
〇
〇
）、「
横
山
大
観　

海
山
十
題
展
」（
平
成

十
六
年
・
九
万
八
〇
〇
〇
）、「
興
福
寺
国
宝
展
」（
平
成

十
六
年
・
一
〇
万
）、「
ル
ー
ブ
ル
美
術
館
展
」（
平
成
十

八
年
・
二
七
万
余
）、「
金
刀
比
羅
宮　

書
院
の
美
」（
平

成
十
九
年
・
一
六
万
）
な
ど
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
と
と

も
に
入
館
者
数
か
ら
も
特
筆
さ
れ
る
展
覧
会
と
い
え
る
で

し
ょ
う
。
特
に
「
ル
ー
ブ
ル
美
術
館
展
」
は
大
き
な
反
響

を
呼
び
、
一
日
平
均
五
〇
〇
〇
人
ほ
ど
が
来
学
さ
れ
た
た

め
、
夏
の
暑
さ
の
な
か
、
大
学
構
内
に
は
長
蛇
の
列
が
で

き
る
ほ
ど
で
し
た
。

　

国
立
大
学
法
人
化
（
平
成
十
六
年
）
に
よ
り
、
大
学
の

社
会
貢
献
に
関
す
る
実
績
が
評
価
の
対
象
と
し
て
の
比
重

を
増
し
て
い
ま
す
。
我
が
国
に
前
例
の
な
い
学
術
的
か
つ

実
験
的
な
美
術
館
活
動
は
、
本
学
が
果
た
す
役
割
へ
の
理

解
を
深
め
る
う
え
で
も
大
変
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
ま

す
。
内
外
の
大
学
博
物
館
・
美
術
館
等
と
の
学
術
交
流
や

情
報
交
換
な
ど
の
連
携
協
力
を
図
り
、
一
層
の
充
実
に
向

け
て
事
に
あ
た
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
な
る

ご
支
援
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

（
せ
き
・
い
ず
る
／
大
学
美
術
館
館
長
・
美
術
学
部
教

授
）

我
が
国
に
前
例
の
な
い

学
術
的
か
つ
実
験
的
な
美
術
館
活
動

関 　

出
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2001年教授。
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一
八
九
〇
（
明
治
二
十
三
）
年
、
東
京
音
楽
学
校
校
舎

と
し
て
建
設
さ
れ
た
旧
奏
楽
堂
は
、
教
育
・
研
究
成
果
発

表
の
場
と
し
て
の
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
数
々
の
西
洋

伝
統
音
楽
の
日
本
初
演
の
場
と
し
て
使
用
さ
れ
て
き
ま
し

た
。

　

一
九
八
四
（
昭
和
五
十
九
）
年
、
老
朽
化
に
よ
る
奏
楽

堂
解
体
、
上
野
公
園
内
移
築
の
後
、
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル

の
不
在
を
解
消
す
べ
く
、
一
九
九
八
（
平
成
十
）
年
三
月

に
新
奏
楽
堂
が
建
設
さ
れ
ま
し
た
。

　

新
奏
楽
堂
の
設
計
に
あ
た
り
、
日
本
音
楽
界
の
シ
ン
ボ

ル
と
し
て
後
世
に
誇
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
音
楽
教

育
・
研
究
の
場
と
し
て
の
機
能
と
音
響
効
果
を
重
視
す
る

こ
と
が
設
計
の
理
念
と
さ
れ
ま
し
た
。
特
に
音
響
特
性
に

お
い
て
は
、
ホ
ー
ル
全
体
が
優
れ
た
楽
器
で
あ
る
か
の
よ

う
に
調
和
の
と
れ
た
響
き
を
生
み
だ
す
こ
と
、
さ
ま
ざ
ま

な
演
奏
形
態
に
対
応
で
き
る
残
響
効
果
が
得
ら
れ
る
こ
と

を
考
慮
し
た
結
果
、
世
界
で
初
め
て
の
可
変
式
天
井
シ
ス

テ
ム
が
採
用
さ
れ
た
の
で
す
。

　

奏
楽
堂
の
一
年
は
入
学
式
に
始
ま
り
卒
業
式
で
終
了
し

ま
す
が
、
そ
の
有
効
運
用
を
目
的
に
平
成
九
年
、
東
京
藝

術
大
学
「
演
奏
芸
術
セ
ン
タ
ー
」
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

　

当
セ
ン
タ
ー
は
、
本
学
の
特
徴
を
活
か
し
た
教
育
・
研

究
の
発
展
と
充
実
の
場
、
幅
広
い
芸
術
文
化
の
発
信
基
地

と
し
て
、
音
楽
・
美
術
両
学
部
の
枠
を
超
え
、
現
在
社
会

が
求
め
る
演
奏
芸
術
の
創
造
、
未
来
に
向
け
た
創
造
活
動

の
研
究
・
実
践
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
企
画
は
多
岐
に
わ
た
り
、
狭
い
紙
面
で
は
紹
介
し

き
れ
ま
せ
ん
が
、「
藝
大
の
響
き
」（
音
楽
学
部
各
講
座
の

枠
を
超
え
た
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
な
試
み
）、「
奏
楽
堂
シ

リ
ー
ズ
」（
音
楽
学
部
各
講
座
の
専
門
性
、
独
自
性
を
活

か
し
た
コ
ン
サ
ー
ト
シ
リ
ー
ズ
）、「
藝
大
21
」（
広
い

パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
で
〈
今
〉
と
い
う
時
代
を
見
つ
め
る

企
画
）、「
芸
術
創
造
の
杜
」（
現
代
音
楽
の
夕
べ
）、「
芸

大
と
遊
ぼ
う
」（
よ
う
こ
そ
！
藝
大
ラ
ン
ド
へ
）、「
学
生

公
募
企
画
公
演
」、「
音
楽
学
部
主
催
コ
ン
サ
ー
ト
」、
奏

楽
堂
ト
ー
ク
＆
コ
ン
サ
ー
ト
「
学
長
と
語
ろ
う
」
等
々
多

種
多
様
な
演
奏
会
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。
奏
楽
堂
入
場

者
数
は
年
々
増
加
傾
向
に
あ
り
、
二
〇
〇
八
（
平
成
二

十
）
年
は
六
万
一
三
三
一
名
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

東
京
音
楽
学
校
か
ら
東
京
藝
術
大
学
へ
と
発
展
し
て
き

た
百
二
十
年
余
の
歴
史
の
な
か
で
、
旧
奏
楽
堂
及
び
新
奏

楽
堂
は
、
本
学
の
社
会
に
向
け
た
窓
口
と
し
て
大
き
な
役

割
を
果
た
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
一
つ
は
こ
こ
か
ら
毎
年

多
く
の
優
れ
た
演
奏
家
た
ち
が
世
界
へ
飛
翔
し
て
い
っ
た

こ
と
で
す
。
今
後
は
さ
ら
に
窓
を
大
き
く
開
け
放
ち
、
さ

ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
見
た
演
奏
芸
術
の
企
画
制
作
を
行
う

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
重
要
な
施
設
を
運
営

す
る
「
演
奏
芸
術
セ
ン
タ
ー
」
の
役
割
は
重
い
。
し
か
し

フ
ッ
ト
・
ワ
ー
ク
は
軽
や
か
に
、
従
来
の
活
動
は
も
と
よ

り
社
会
的
要
請
に
応
え
て
卒
業
生
の
演
奏
参
加
、
ア
ジ
ア

へ
の
重
点
的
芸
術
文
化
発
信
を
視
野
に
入
れ
、
新
た
な
展

開
を
計
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

奏
楽
堂
と
演
奏
芸
術
セ
ン
タ
ー
が
一
層
の
発
展
を
遂
げ
、

世
界
の
芸
術
文
化
交
流
、
人
的
交
流
に
寄
与
で
き
ま
す
よ

う
皆
様
の
ご
理
解
ご
支
援
を
お
願
い
す
る
次
第
で
す
。

（
す
ぎ
き
・
み
ね
お
／
演
奏
芸
術
セ
ン
タ
ー
長
・
音
楽
学

部
教
授
）

演
奏
家
た
ち
が
世
界
へ

飛
翔
し
て
い
く
窓
口

杉
木
峯
夫
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堂
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楽科助教授、2002年教授。
2009年より演奏芸術センター長。



　

大
学
美
術
館
に
お
い
て
十
月
二
日
か
ら
十
一

月
二
十
三
日
ま
で
開
催
さ
れ
る
「
異
界
の
風

景
」
展
は
、
美
術
学
部
絵
画
科
油
画
専
攻
が
企

画
す
る
展
覧
会
。
現
職
教
員
一
四
名
の
作
品
約

七
〇
点
と
大
学
美
術
館
所
蔵
作
品
約
一
〇
〇
点

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
ま
す
。

　

本
展
は
、
作
家
で
あ
り
現
職
教
員
で
あ
る
一

四
名
が
、
自
ら
の
「
風
景
＝
眺
め
」
を
い
か
に

見
い
だ
し
、
描
き
、
表
現
す
る
か
、
表
現
し
た

か
を
自
作
で
示
す
と
と
も
に
、
各
々
の
創
作
の

立
ち
位
置
か
ら
大
学
美
術
館
所
蔵
作
品
を
選
定

し
、
自
作
と
と
も
に
展
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、

自
作
と
の
関
係
を
紡
ぎ
、各
々
に
内
在
す
る「
異 

界
＝
創
造
の
源
泉
」
を
あ
ら
わ
に
す
る
試
み
で

も
あ
り
ま
す
。

　

油
画
専
攻
で
は
、「
異
界
の
風
景
」
を
「
創

造
行
為
が
生
ま
れ
る
場
の
特
徴
を
と
ら
え
た
眺

め
」
と
と
ら
え
、
西
洋
の
絵
画
を
規
範
と
し
て

展
開
し
て
き
た
本
専
攻
に
お
け
る
芸
術
資
料
の

参
照
展
示
と
現
在
の
作
品
を
組
み
合
わ
せ
た
場

を
創
造
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
展
覧
会
が

「
異
界
の
風
景
」
と
し
て
立
ち
現
れ
る
こ
と
を

願
っ
て
い
ま
す
。

異
界
の
風
景

「
創
造
の
源
泉
」を

あ
ら
わ
に
す
る
試
み

大学美術館本館
異界の風景
　10月2日（金）～11月23日（月・祝）　
　入場料　一般1,000円、高・大学生600円
東京藝術大学大学院美術研究科博士審査展
　12月8日（火）～12月20日（日）　入場無料
退任記念展　絹谷幸二　原色の軌跡（仮題）
　1月5日（火）～1月19日（火）　入場無料
まばゆい、がらんどう
　1月6日（水）～1月20日（水）　入場無料
Crest展（仮題）
　1月6日（水）～1月20日（水）　入場無料
第58回東京藝術大学卒業・修了作品展
　1月29日（金）～2月3日（水）　入場無料

陳列館
日本画第一研究室発表展
　8月29日（土）～9月6日（日）　入場無料
時空をこえたオプティミスト
建築家Borek Sipekの軌跡と作品展
　9月16日（水）～10月7日（水）　入場無料
現代芸術DRAWING展─景─
　10月14日（水）～10月24日（土）　入場無料
キジル石窟壁画模写作品展（仮題）
　＊会期未定　3月中旬を予定

正木記念館
彫刻展示室（田中記念室）開室
　10月31日（土）～11月23日（月・祝）　入場無料
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各
界
と
の
多
岐
に
わ
た
る
交
流
を
重
ね
る
な

ど
、
広
い
視
野
で
独
自
の
世
界
を
構
築
し
つ
つ
、

後
進
の
育
成
に
つ
と
め
て
き
た
洋
画
家
・
絹
谷

幸
二
教
授
が
、
二
十
一
年
に
お
よ
ぶ
東
京
藝
術

大
学
で
の
教
員
生
活
に
幕
を
下
ろ
し
ま
す
。

　

そ
の
絹
谷
教
授
が
、
本
学
か
ら
巣
立
ち
や
が

て
教
鞭
を
執
る
ま
で
の
軌
跡
を
紹
介
す
る
退
任

記
念
展
「
絹
谷
幸
二　

原
色
の
軌
跡
」（
仮
題
）

が
、
二
〇
一
〇
（
平
成
二
十
二
）
年
一
月
五
日

か
ら
十
九
日
ま
で
、
同
じ
学
舎
で
あ
る
大
学
美

術
館
に
お
い
て
開
催
さ
れ
ま
す
。

　

い
わ
ば
東
京
藝
術
大
学
に
お
け
る
最
後
の
授

業
と
な
る
本
展
で
は
、
絹
谷
教
授
の
若
い
時
代

の
作
品
か
ら
代
表
作
ま
で
、
さ
ら
に
は
本
展
の

た
め
に
描
く
新
作
を
加
え
た
約
五
〇
点
が
、
知

ら
れ
ざ
る
体
験
談
と
と
も
に
紹
介
さ
れ
、
絹
谷

教
授
の
教
育
者
と
し
て
の
思
想
な
ど
を
、
学
生

だ
け
で
は
な
く
学
内
外
の
よ
り
多
く
の
人
々
と

共
有
す
る
こ
と
で
、「
生
き
た
教
育
の
場
」
の

創
出
を
目
指
し
ま
す
。

退
任
記
念
展

「
絹
谷
幸
二 
  

原
色
の
軌
跡
」

二
十
一年
に
お
よ
ぶ
教
員
生
活
の

〝
最
後
の
授
業
〞

　展覧会スケジュール（2009 年 9 月～ 2010 年 3 月）

左：坂口寛敏《パスカルの海—葉山》2007
右：浦上玉堂《青松丹壑図》19世紀

特
集　

開
か
れ
た
藝
大
の
窓
口　

二
〇
〇
九
年
秋
以
降
の
展
覧
会
＆
演
奏
会

※開館時間は、10:00～17:00（入館時間は
16:30まで）。月曜日休館。ただし、月曜日が
祝日の場合は開館し、翌日に休館することがあ
ります。なお、展覧会によっては、開館時間及
び休館日が異なる場合がございますので、その
都度ご確認ください。
※展覧会の名称・会期については、変更するこ
とがございます。
※本学には駐車場はございませんので、お車で
のご来館はご遠慮ください。
※展覧会についてのお問い合わせ先
ハローダイヤル　Tel.03-5777-8600
大学美術館　Tel.050-5525-2200
※展覧会の紹介は、下記ウェブサイトでご覧に
なれます。
　http://www.geidai.ac.jp/museum/
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ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
奏
者
と
し
て
室
内
楽
を
中
心

に
意
欲
的
な
活
動
を
行
う
と
と
も
に
、
本
学
で

は
室
内
楽
と
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
実
技
を
担
当
し
、

幅
広
く
学
生
た
ち
の
指
導
に
あ
た
っ
て
き
た
岡

山
潔
教
授
が
、
二
十
年
間
の
勤
務
を
終
え
退
任

を
迎
え
ま
す
。

　

そ
の
締
め
く
く
り
と
し
て
の
退
任
記
念
コ
ン

サ
ー
ト
が
、
二
〇
一
〇
（
平
成
二
十
二
）
年
三

月
十
三
日
、
奏
楽
堂
に
お
い
て
開
催
さ
れ
ま
す
。

　

演
奏
さ
れ
る
の
は
、
岡
山
教
授
が
最
も
深
く

追
究
し
た
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
（
ピ
ア
ノ
と
の
ソ

ナ
タ
、
弦
楽
四
重
奏
曲
）。
そ
し
て
心
か
ら
愛

し
た
シ
ュ
ー
マ
ン
（
ピ
ア
ノ
三
重
奏
曲
）
の
三

作
品
。
ピ
ア
ノ
の
植
田
克
己
教
授
、
伊
藤
恵
准

教
授
、
チ
ェ
ロ
の
河
野
文
昭
教
授
、
山
崎
伸
子

教
授
ら
素
晴
ら
し
い
共
演
者
た
ち
と
と
も
に
室

内
楽
の
多
彩
な
魅
力
を
余
す
こ
と
な
く
紹
介
す

る
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
組
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

有
終
の
美
を
飾
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
演
奏

活
動
の
集
大
成
と
し
て
昨
年
結
成
さ
れ
た 

岡

山
潔
弦
楽
四
重
奏
団 

に
よ
る
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ

ン
の
「
弦
楽
四
重
奏
曲 

嬰
ハ
短
調 

Ｏ
ｐ
．
１

３
１
」。 岡

山 

潔

退
任
記
念

コ
ン
サ
ー
ト

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
と

シ
ュ
ー
マ
ン
の
室
内
楽
三
曲

藝大プロジェクト2009 Ⅴ　ヘンデル没後250年記念コン
サート・オペラ「アリオダンテ」
　9月13日（日）15:00開演　3,000円（全席指定）
藝大21 和楽の美　邦楽で綴る「平家の物語」（後編）
　9月16日（水）18:30開演　3,000円（全席指定）
木曜コンサート（木管・金管）
　9月17日（木）　旧東京音楽学校奏楽堂　14:00開演　　
500円（自由席）
藝大オペラ定期第55回 第1日
　「モーツァルト：イドメネオ」
　10月10日（土）14:00開演　3,000円（全席指定）
藝大オペラ定期第55回 第2日
　「モーツァルト：イドメネオ」
　10月11日（日）14:00開演　3,000円（全席指定）
木曜コンサート（古楽）
　10月15日（木）旧東京音楽学校奏楽堂　14:00開演　500
円（自由席）
藝大フィルハーモニア定期（第335回藝大定期）
　「マーラー：子供の不思議な角笛」他
　10月23日（金）19:00開演　2,000円（自由席）
モーニング・コンサート 11
　「平川加恵：風神～オーケストラのための」
　「ブラームス：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.77」
　10月29日（木）11:00開演　無料（自由席、要整理券）
学生オーケストラ演奏会 Ⅲ
　「チャイコフスキー：交響曲第6番 ロ短調 悲愴 Op.74」他
　10月30日（金）18:30開演　無料（自由席）
東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校
第21回定期演奏会
　「J.S.バッハ：ミサ曲 ト長調 BWV236」
　「メンデルスゾーン：交響曲第4番 イ長調 イタリア」他
　10月31日（土）附属音楽高等学校　14:30開演
　整理券または往復ハガキによる申し込み
アジア・躍動する音たち～ミャンマーの音楽家たち
　11月1日（日）15:00開演　2,000円（自由席）

藝大プロジェクト2009 Ⅵ　ハイドン没後200年～オーケス
トラ
　11月7日（土）16:00開演　1,500円（自由席）
モーニング・コンサート12
　11月12日（木）11:00開演　無料（自由席、要整理券）
藝大プロジェクト2009 Ⅶ　ハイドン没後200年～室内楽
　11月13・14日（金・土）　旧東京音楽学校奏楽堂
　18:30開演　2,000円（自由席）
学長と語ろうトーク＆コンサートⅥ　水中カメラマン　中村
征夫氏
　11月14日（土）15:00開演　無料（全席指定）
藝大プロジェクト2009 Ⅷ　藝大フィルハーモニア・合唱定
期（第336回藝大定期）
　「ハイドン：天地創造」
　11月23日（月・祝）17:00開演　2,000円（自由席）
藝大吹奏楽定期（第75回）
　11月25日（水） 18:30開演　1,500円（自由席） 
藝大プロジェクト2009 Ⅸ　藝大学生オーケストラ定期第41
回（藝大定期第337回）
　「メンデルスゾーン：劇付随音楽 真夏の夜の夢」
　11月28日（土）15:00開演　1,500円（自由席）
藝大プロジェクト2009 Ⅹ～うたシリーズ
「メンデルスゾーン：ファニー・メンデルスゾーンの歌
曲」（予定）

　11月29日（日）15:00開演　2,000円（自由席）
弦楽シリーズ
　11月30日（月）19:00開演　2,000円（自由席）
邦楽定期演奏会第76回
　12月1日（火）17:30開演　2,000円（自由席）
モーニング・コンサート13
　2月4日（木）11:00開演　無料（自由席、要整理券）
藝大室内楽定期第36回
　2月6・7日（土･日）15:00開演　1,500円（自由席）
モーニング・コンサート14
　2月18日（木）11:00開演　無料（自由席、要整理券）

藝大チェンバーオーケストラ定期第14回
　2月20日（土）16:00開演　1,500円（自由席）
管打楽器シリーズ
　2月21日（日）15:00開演　2,000円（自由席）
岡山 潔退任記念コンサート
　3月13日（土）16:00開演　無料
金 昌国退任記念コンサート
　3月14日（日）15:00開演（予定）　無料

※特にお断りのないコンサートの会場は、すべて本学構内の
奏楽堂です。
詳細につきましては、9月発行の「平成21年度コンサート・
スケジュール〈後期版〉」をご覧ください。
※平成21年7月31日現在の予定表です。今後、演奏会内容、
日程等については、変更することがございます。
※演奏会の曲目、開演時間等の詳細については、決定次第、
大学ホームページで発表いたします。
http://www.geidai.ac.jp/
※本学には駐車場はございませんので、お車でのご来館はご
遠慮ください。
※チケットの取り扱い
ヴォートル・チケットセンター　TEL：03-5355-1280 
チケットぴあ　TEL：0570-02-9999

（一部携帯電話と全社PHSはご利用いただくことができませ
ん。） 
藝大アートプラザ　TEL：050-5525-2102 
東京文化会館チケットサービス　TEL：03-5685-0650
※上記演奏会のほか「学内演奏会」の日程については、下記
までお問い合わせください。
※演奏会についてのお問い合わせ先
演奏藝術センター　TEL：050-5525-2300
音楽学部附属音楽高等学校　TEL：050-5525-2406
　

　

フ
ル
ー
ト
奏
者
と
し
て
第
一
線
で
活
躍
す
る

と
と
も
に
、
後
進
の
指
導
に
あ
た
っ
て
き
た
金き

ん

昌し
よ
う

国こ
く

教
授
が
、
本
学
に
お
け
る
二
十
八
年
間

の
勤
務
を
終
え
退
任
を
迎
え
ま
す
。

　

そ
の
功
績
を
た
た
え
た
退
任
記
念
コ
ン
サ
ー

ト
が
、〝
金
昌
国
と
そ
の
藝
大
の
生
徒
た
ち
〞

と
銘
打
ち
、
二
〇
一
〇
（
平
成
二
十
二
）
年
三

月
十
四
日
、
奏
楽
堂
に
お
い
て
開
催
さ
れ
ま
す
。

　

コ
ン
サ
ー
ト
に
参
加
す
る
の
は
、
金
教
授
よ

り
薫
陶
を
受
け
た
奏
者
た
ち
。
高
木
綾
子
や
Ｎ

Ｈ
Ｋ
交
響
楽
団
首
席
奏
者
の
神
田
寛
明
な
ど
、

現
在
音
楽
界
で
ソ
リ
ス
ト
や
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
奏

者
と
し
て
活
躍
す
る
教
え
子
た
ち
の
ほ
ぼ
全
員

が
集
結
し
、
フ
ル
ー
ト
の
華
麗
な
ソ
ロ
、
ア
ン

サ
ン
ブ
ル
を
繰
り
広
げ
ま
す
。

　

最
後
を
飾
る
の
は
金
教
授
と
ハ
ー
プ
奏
者
篠

崎
史
子
に
よ
る
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
「
フ
ル
ー
ト

と
ハ
ー
プ
の
た
め
の
協
奏
曲
」。
金
教
授
の
万

感
の
想
い
の
こ
も
っ
た
響
き
が
繰
り
広
げ
ら
れ

ま
す
。 金 

昌
国

退
任
記
念

コ
ン
サ
ー
ト

薫
陶
を
受
け
た

奏
者
た
ち
と
の
協
演

　奏楽堂 演奏会スケジュール（2009 年 9 月～ 2010 年 3 月）
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上
野
の
杜
の

波
瀾
万
丈

第
八
回

上
野
児
童
音
楽
学
園

昭
和
初
期
か
ら
戦
時
中
に
か
け
て
お
こ
な
わ
れ
た

東
京
音
楽
学
校
の
早
期
教
育
機
関
、
上
野
児
童
音
楽
学
園
。

短
く
も
先
駆
的
だ
っ
た
〝
学
園
〞
の
知
ら
れ
ざ
る
歴
史
。

橋
本
久
美
子

　

本
学
の
音
楽
学
部
附
属
音
楽
高
等
学
校
は
昭
和
二
十
九
（
一

九
五
四
）
年
四
月
に
設
置
さ
れ
、
音
楽
の
早
期
教
育
機
関
の
一

つ
と
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
す
で
に
昭
和
戦
前

期
の
東
京
音
楽
学
校
に
上
野
児
童
音
楽
学
園
と
い
う
機
関
が
あ

り
、
十
一
年
半
に
わ
た
り
、
全
国
に
先
駆
け
て
早
期
教
育
が
実

践
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

学
園
設
立
の
機
縁
は
、
昭
和
六
（
一
九
三
一
）
年
秋
の
乘の

り

杉す
ぎ

嘉か

壽じ
ゆ

校
長
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
視
察
で
あ
る
。
彼
は
欧
米
各
国
の
音

楽
学
校
の
レ
ッ
ス
ン
や
学
生
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
は
も
と
よ
り
、
子

供
た
ち
の
演
奏
に
も
驚
嘆
し
た
。
た
と
え
ば
パ
リ
・
コ
ン
セ
ル

ヴ
ァ
ト
ワ
ー
ル
の
レ
ッ
ス
ン
で
は
「
十
五
六
歳
位
の
少
女
が

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
コ
ン
ツ
ヱ
ル
ト
を
暗
譜
で
堂
々
と
弾
い
て

ゐ
る
有
様
は
誠
に
驚
く
べ
き
も
の
で
、
譜
を
見
な
け
れ
ば
一
寸

先
も
歩
け
ぬ
と
い
ふ
の
と
は
大
分
距
離
が
あ
る
」（『
同
声
会

報
』
第
一
八
二
号 

昭
和
七
年
四
月
）、
ま
た
ベ
ル
リ
ン
の
少
年

合
唱
で
も
「
そ
の
可
憐
さ
と
、
清
澄
な
声
と
は
如
何
に
余
に
深

い
感
動
を
与
へ
た
事
で
あ
ろ
う
」（
同
）。

　

帰
国
後
の
校
長
は
さ
っ
そ
く
早
期
教
育
に
着
手
し
、
昭
和
八

（
一
九
三
三
）
年
六
月
に
上
野
児
童
音
楽
学
園
を
開
園
し
た
。

ち
ょ
う
ど
東
京
音
楽
学
校
卒
業
生
で
パ
リ
か
ら
帰
国
し
た
園
田

清
秀
が
長
男
・
高
弘
に
絶
対
音
感
教
育
を
始
め
た
頃
で
あ
っ
た
。

　

当
時
の
『
同
声
会
報
』
に
学
園
案
内
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

「
名
称
＝
上
野
児
童
音
楽
学
園
。
目
的
＝
児
童
に
音
楽
教
育
を

施
す
。
設
立
者
＝
東
京
音
楽
学
校
同
声
会
＊
。
修
業
年
限
＝
三

カ
年
。
職
員
＝
園
長
│
東
京
音
楽
学
校
長
、
教
員
│
東
京
音
楽

学
校
教
官
。
入
園
資
格
＝
現
に
小
学
校
に
通
学
す
る
第
四
学
年

以
上
＊
＊
の
男
女
児
に
し
て
音
楽
的
趣
味
を
有
す
る
も
の
。」（
＊

同
声
会
は
同
校
同
窓
会
の
名
称
。
＊
＊
後
に
三
年
生
で
も
入
園
可
能
と
な
っ
た
）。

　

入
園
テ
ス
ト
は
唱
歌
を
歌
い
、
弾
け
る
曲
を
弾
く
程
度
で
よ

か
っ
た
。
し
か
し
学
園
の
情
報
を
得
る
こ
と
の
で
き
た
家
庭
自

体
が
限
ら
れ
て
お
り
、
実
際
に
は
東
京
音
楽
学
校
卒
業
生
の
子

女
も
し
く
は
何
ら
か
の
伝つ

手て

の
あ
る
ケ
ー
ス
が
多
か
っ
た
。
水

曜
と
土
曜
の
放
課
後
に
週
二
回
、
遠
く
は
鎌
倉
か
ら
、
教
育
熱

心
な
家
庭
の
子
供
た
ち
が
音
楽
学
校
に
集
ま
っ
た
。

　

主
科
目
の
唱
歌
は
「
基
本
練
習
、
単
音
唱
歌
、
輪
唱
歌
、
重

音
唱
歌
、
音
声
陶
冶
、
鑑
賞
指
導
、
即
興
創
作
」
で
あ
る
。
ピ

ア
ノ
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
、
チ
ェ
ロ
等
の
兼
修
者
が
同
じ
課
題
曲

で
互
い
の
レ
ッ
ス
ン
を
聴
き
合
う
切
磋
琢
磨
も
、
巷
の
個
人
レ

ッ
ス
ン
で
は
得
が
た
い
環
境
で
あ
っ
た
。
当
時
の
児
童
た
ち
の

記
憶
に
は
、
コ
ー
ル
ユ
ー
ブ
ン
ゲ
ン
や
楽
典
、
校
庭
の
芝
生
で

講
師
や
友
人
と
遊
ん
だ
休
み
時
間
、
通
学
路
の
風
景
が
、
今
も

焼
き
つ
い
て
い
る
。

　

昭
和
十
一
（
一
九
三
六
）
年
に
は
設
立
者
を
財
団
法
人
音
楽

会
館
（
理
事
長
＝
乘
杉
）
と
し
、
高
等
科
四
年
、
さ
ら
に
十
五

年
に
は
研
究
科
一
年
が
新
設
さ
れ
た
。

　

園
長
の
乘
杉
に
つ
い
て
、
音
楽
界
で
は
文
部
省
の
役
人
と
し

て
知
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
が
、
彼
は
近
代
日
本
の
社
会
教
育
論

の
主
唱
者
と
さ
れ
る
人
物
で
、
図
書
館
司
書
や
博
物
館
学
芸
員

上：第１回卒業式　昭和11年3月18日　74名が3年
間の課程を終えた
下：伊澤修二初代校長の胸像前で

第83回定期演奏会のバッハ作曲《馬太受難楽》日本初演　昭和12年6月19日、日比谷公会堂　ク
ラウス・プリングスハイム指揮、管絃楽約90名、音楽学校生徒200名と児童200名による合唱

1

2

3
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の
基
礎
を
整
え
、
文
部
省
初
代
社
会
教
育
課
長
を
務
め
、「
油

の
り
す
ぎ
」
の
異
名
を
と
っ
た
。
東
京
音
楽
学
校
の
乘
杉
校
長

時
代
は
、
戦
後
日
本
の
自
信
喪
失
と
価
値
観
の
揺
ら
ぎ
の
な
か

で
封
印
さ
れ
て
き
た
が
、
国
と
学
校
の
将
来
を
見
据
え
た
斬
新

な
運
営
は
、
今
な
お
学
び
得
る
点
が
多
い
。

　

さ
て
初
年
度
は
募
集
四
十
名
に
対
し
て
四
倍
強
の
応
募
が
あ

り
、「
非
音
楽
的
で
な
い
も
の
は
出
来
る
だ
け
之
を
許
可
」
し
、

百
十
八
名
を
入
園
さ
せ
た
。
梅
、
桃
、
桜
の
三
ク
ラ
ス
を
声
楽

教
師
の
他
、
本
科
と
師
範
科
最
高
学
年
の
生
徒
数
名
が
教
生
と

し
て
担
当
し
た
。
学
園
は
東
京
音
楽
学
校
の
教
育
実
習
機
関
で

も
あ
っ
た
。
講
師
は
五
十
音
順
に
、
浅
野
千
鶴
子
、
石
澤
秀
子
、

伊
藤
武
雄
、
今
井
治
郎
、
太
田
綾
、
小
田
雪
江
、
片
山
頴え

い

太た

郎ろ
う

、

川
上
き
よ
、
川
口
軽
六
、
城
多
又
兵
衛
、
木
下
保
、
呉ご

泰た
い

次じ

郎ろ
う

、

澤
崎
定
之
、
柴
田
睦む

つ

陸む

、
薗
田
誠
一
、
谷
康
子
、
戸
狩
仲
一
、

永
井
進
、
永
田
晴は

る
る、
貫
名
美
名
彦
、
野
呂
愛
子
、
橋
本
秀
次
、

平
原
壽
惠
子
、
福
井
輝
子
、
宮
内
鎭し

づ

代よ

子こ

、
三
宅
洋
一
郎
等
多

数
、
昭
和
十
一
年
に
は
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
ウ
ィ
リ
ー
・
フ
ラ
イ

も
加
わ
っ
た
。
学
園
に
関
す
る
記
録
は
断
片
的
で
、
今
回
も
関

係
者
に
ご
協
力
頂
い
た
が
、
今
な
お
資
料
収
集
中
で
あ
る
。

　

学
園
は
男
児
合
唱
団
も
結
成
し
た
。
ま
ず
尋
常
小
学
校
三
年

生
百
名
を
集
め
、
次
に
五
十
名
増
員
し
、
さ
ら
に
音
楽
学
校
近

隣
の
小
学
校
に
呼
び
か
け
た
。
目
指
す
は
東
京
音
楽
学
校
男
生

徒
と
の
大
合
唱
で
、
城
多
、
澤
崎
、
薗
田
等
、
当
時
の
声
楽
・

合
唱
指
揮
の
第
一
人
者
が
指
導
に
当
た
っ
た
。
し
か
し
器
楽
を

嗜
ま
な
い
男
児
集
団
に
は
苦
戦
し
、
二
年
後
に
は
解
体
し
て
希

望
者
を
学
園
に
編
入
さ
せ
た
が
、
そ
の
人
数
は
わ
ず
か
二
十
七

名
で
あ
っ
た
。

　

学
費
は
月
二
円
、
楽
器
兼
修
者
は
五
円
で
あ
っ
た
。
昭
和
八

年
の
東
京
音
楽
学
校
の
授
業
料
は
予
科
、
本
科
と
も
年
八
十
円
、

専
門
実
技
の
み
教
え
る
選
科
は
一
科
目
に
つ
き
年
五
十
円
と
あ

り
、
学
園
の
学
費
は
、
概
ね
良
心
的
と
受
け
と
め
ら
れ
た
。
男

児
合
唱
団
は
無
料
で
あ
っ
た
。
東
京
で
は
コ
ー
ヒ
ー
、
う
ど
ん
、

そ
ば
が
十
銭
、
新
宿
中
村
屋
の
カ
リ
ー
が
八
十
銭
の
時
代
で
あ

る
（
森
永
卓
郎
著
『
物
価
の
文
化
史
事
典
』
二
〇
〇
八
）。

　

上
野
児
童
音
楽
学
園
の
合
唱
は
、
皇
后
陛
下
行
啓
演
奏
会
の

《
皇
太
子
殿
下
御
誕
生
奉
祝
歌
》、
ベ
ル
リ
ン
・
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
対
独
放
送
《
征
け
よ
伯
林
》、
北
原
白
秋
作
詞
・
信
時
潔
作

曲
《
海
道
東
征
》
の
他
、
東
京
音
楽
学
校
定
期
演
奏
会
に
も
出

演
し
た
。
昭
和
十
（
一
九
三
五
）
年
の
マ
ー
ラ
ー
《
第
三
交
響

曲
》
初
演
で
は
、
プ
リ
ン
グ
ス
ハ
イ
ム
の
ド
イ
ツ
語
の
猛
特
訓

で
暗
譜
し
、「
子
供
の
合
唱
が
い
ち
ば
ん
う
ま
か
つ
た
」（
太
田

黒
元
雄
）
等
、
批
評
家
の
賛
辞
を
独
占
し
た
。
十
一
年
の
ベ
ル

リ
オ
ー
ズ
《
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
劫
罰
》、
十
二
年
の
バ
ッ
ハ
《
マ

タ
イ
受
難
曲
》
で
も
好
評
を
得
た
。
児
童
合
唱
の
声
を
Ｓ
Ｐ
レ

コ
ー
ド
に
録
音
し
た
《
海
道
東
征
》
と
《
国
民
学
校
の
歌
》
は

近
年
Ｃ
Ｄ
に
復
刻
さ
れ
て
い
る
。

　

昭
和
十
一
年
の
高
等
科
に
は
砂
原
美
智
子
、
中
田
喜
直

（
父
・
章
は
《
早
春
賦
》
の
作
曲
者
）、
林
路
子
等
の
名
前
が
見

え
る
。
我
が
国
を
代
表
す
る
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
一
人
と
な
る
園
田

高
弘
も
父
の
早
世
後
入
園
し
、
学
園
の
申
し
子
の
よ
う
な
存
在

と
な
っ
た
。
昭
和
十
四
年
、
園
田
は
バ
ッ
ハ
《
イ
タ
リ
ア
協
奏

曲
》、
中
田
は
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
《
ソ
ナ
タ
変
ホ
長
調
》
を
弾

い
た
。
学
園
の
出
身
者
は
前
出
の
他
、
青
山
三
郎
、
笠
間
春
子
、

高
良
芳
枝
、
田
辺
緑
、
土
淵
る
り
子
、
名
越
史
子
、
萩
原
和
子

等
、
戦
後
の
音
楽
界
を
支
え
る
人
材
を
多
数
輩
出
し
た
。

　

昭
和
十
五
（
一
九
四
〇
）
年
に
は
箏
曲
科
を
設
け
て
邦
楽
の

早
期
教
育
に
も
乗
り
出
し
た
。
同
年
の
児
童
数
は
四
百
九
十
四

名
（
内
男
児
四
十
四
名
）、
講
師
は
九
十
四
名
に
達
し
た
。
し

か
し
昭
和
十
六
年
頃
か
ら
学
校
内
に
防
空
壕
が
掘
ら
れ
、
上
野

公
園
の
噴
水
付
近
は
高
射
砲
の
陣
地
と
な
り
、
児
童
や
講
師
も

疎
開
を
始
め
、
十
九
年
秋
に
や
む
な
く
閉
鎖
さ
れ
た
。
戦
後
に

復
活
し
な
か
っ
た
こ
と
を
惜
し
む
声
は
多
い
。
と
は
い
え
昭
和

八
年
当
時
で
も
、
官
立
学
校
が
同
窓
会
を
設
立
者
と
し
て
学
園

経
営
を
行
っ
た
こ
と
自
体
、
異
例
の
乘
杉
流
だ
っ
た
の
だ
ろ
う

が
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
は
し
も
と
・
く
み
こ
／
音
楽
学
部
講
師
）

乘杉園長を囲む児童たち

次
号
予
告

教
官
総
辞
職　

昭
和
十
九
年

　

第
二
次
大
戦
末
期
の
昭
和
十
九
年
春
、
文
部
省
は
東
京
美
術
学
校
教
官
全
員
に
白
紙
辞
表

を
提
出
さ
せ
、
教
官
を
入
れ
替
え
て
新
た
な
指
導
体
制
を
作
っ
た
。
そ
の
体
制
の
ま
ま
大
学

昇
格
を
迎
え
た
。
改
革
の
意
味
、
結
果
と
戦
中
の
校
内
の
状
況
を
記
す
。

クラス授業

写真はすべて『同声会報』より。1＝昭和11年3月、2＝同12年9月、3＝同12年6月、4＝同12
年6月、5＝同12年2月
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父 

が
藝
大
卒
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
、

母
が
藝
大
卒
の
ヴ
ァ
イ
オ

リ
ニ
ス
ト
だ
っ
た
の
で
、

小
さ
い
こ
ろ
は
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
習
っ

た
り
、
父
の
デ
ザ
イ
ン
事
務
所
で
遊
ぶ
よ

う
な
子
供
で
し
た
。
残
念
な
が
ら
ヴ
ァ
イ

オ
リ
ン
に
は
向
い
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が

（
笑
）。
小
学
校
に
入
る
と
運
命
的
な
出
会

い
が
待
っ
て
い
ま
し
た
。
先
生
が
旧
式
の

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
廊
下
に
並
べ
て
自
由
に

使
わ
せ
て
く
れ
た
ん
で
す
。
す
ぐ
に
の
め

り
込
み
、
中
学
校
で
も
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
部

に
入
り
ク
ラ
ブ
活
動
に
没
頭
し
ま
し
た
。

　

中
学
生
の
こ
ろ
は
ま
だ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
も
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
時
代
で
し
た

が
、
電
話
回
線
を
利
用
し
て
多
人
数
で
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
取
れ
る
掲
示
板

サ
ー
ビ
ス
を
つ
く
っ
て
提
供
し
て
い
た
ん

で
す
。
や
が
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
普
及

す
る
と
サ
ー
ビ
ス
の
規
模
が
大
き
く
な
り
、

Interview with
the Brilliant
Students

受賞学生インタビュー

藝大に在学している学生たちは、
多くの公募展やコンクールで
栄誉ある賞を受けている。
受賞学生たちが賞にいたる努力と
さらなる意欲を語る。

第 2 回

櫻
井 

稔

◆
大
学
院
美
術
研
究
科
修
士
課
程（
デ
ザ
イ
ン
専
攻
）一年

さくらい・みのる
1982年東京生まれ。東京藝術大学美術
学部デザイン科卒業。2008年に株式会
社「Fillot」を設立。
http://www.fillot.jp/ 

一
日
数
万
人
の
ユ
ー
ザ
ー
が
訪
れ
る
よ
う

に
な
る
な
ど
、
成
長
し
て
い
く
環
境
を
提

供
す
る
こ
と
、
箱
の
な
か
で
何
か
が
勝
手

に
書
き
換
わ
る
と
い
っ
た
こ
と
に
お
も
し

ろ
味
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。

　

高
校
時
代
に
は
藝
大
進
学
の
た
め
予
備

校
に
通
っ
た
の
で
す
が
、
親
か
ら
受
験
勉

強
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
不
要
だ
と
撤
去
さ

れ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。
そ
こ
で
ベ
ッ
ド

の
下
に
自
分
で
組
み
立
て
た
基
盤
を
隠
し
、

テ
レ
ビ
に
つ
な
げ
て
こ
っ
そ
り
遊
ん
で
い

ま
し
た
ね
。

　

藝
大
に
は
四
浪
の
末
に
入
学
し
ま
し
た
。

浪
人
時
代
は
昼
に
絵
を
描
き
、
夜
は
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
で
遊
ぶ
と
い
う
生
活
を
送
っ
て

い
ま
し
た
。
一
方
で
、
な
ぜ
自
分
は
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
を
し
な
が
ら
絵
を
描
い
て
い
る

の
だ
ろ
う
と
い
う
疑
問
が
湧
い
て
き
た
の

で
す
。
し
か
し
、
平
面
、
立
体
、
写
真
や

デ
ザ
イ
ン
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
も
感

動
を
伝
え
る
た
め
の
手
法
で
あ
っ
て
、
そ

れ
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
伝
え
る
の
も
お
も

し
ろ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　

そ
う
し
た
思
い
を
抱
き
な
が
ら
藝
大
に

入
学
し
た
と
こ
ろ
、
先
端
芸
術
表
現
科
の

共
通
科
目
に
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
表
現
演

習
」
と
い
う
授
業
を
見
つ
け
た
ん
で
す
。

（
独
）
産
業
技
術
総
合
研
究
所
の
研
究
員

で
あ
る
江
渡
浩
一
郎
氏
が
講
師
を
し
て
い

て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
そ

こ
で
初
め
て
本
格
的
に
学
び
ま
し
た
。
そ

の
方
に
誘
わ
れ
て
研
究
所
の
ス
タ
ッ
フ
と

し
て
も
働
く
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
で
様
々

な
技
術
を
修
得
し
ま
し
た
。

　

今
回
「
ス
ー
パ
ー
ク
リ
エ
ー
タ
」
の
認

定
対
象
に
な
っ
た
の
は
、〝
勢
い
を
描
画

す
る
〞〝
臨
場
感
を
描
画
す
る
〞
ソ
フ
ト

な
ん
で
す
。「
心
景
」
と
い
っ
て
、
例
え

ば
子
供
が
心
の
な
か
で
み
た
勢
い
を
、
静

止
画
で
は
残
す
こ
と
が
で
き
な
い
で
す
よ

ね
。
そ
う
い
っ
た
心
で
思
い
描
い
た
筆
の

勢
い
を
画
面
に
残
せ
な
い
か
と
い
う
発
想

か
ら
生
ま
れ
た
の
が
、〈Sequential 

Graphics

〉
と
い
う
ペ
イ
ン
ト
ソ
フ
ト

ウ
ェ
ア
な
ん
で
す
。

　

僕
の
場
合
、
会
社
を
興
し
藝
大
以
外
で

の
活
動
も
始
め
て
い
ま
す
が
、
藝
大
で
は

「
も
の
を
創
る
と
は
何
か
、
も
の
を
感
じ

る
と
は
何
か
」
と
い
う
表
現
に
お
い
て
最

も
本
質
的
な
部
分
を
学
ん
で
い
ま
す
。
表

層
的
な
技
術
は
実
務
の
現
場
で
も
身
に
つ

け
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
す
が
、
僕
に
と

っ
て
ブ
レ
て
は
な
ら
な
い
軸
と
な
る
部
分

は
、
藝
大
で
し
か
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
か
ら
。

〈Sequential Graphics〉「獅子」

情
報
処
理
推
進
機
構

「
未
踏
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
創
造
事
業
（
未
踏
ユ
ー
ス
）」

天
才
プ
ロ
グ
ラ
マ
ー
／
ス
ー
パ
ー
ク
リ
エ
ー
タ
認
定
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日 

本
音
楽
コ
ン
ク
ー
ル
で
は
、

ネ
ッ
ド
・
ロ
ー
レ
ム
（
一

九
二
三
〜
）
と
い
う
ア
メ

リ
カ
の
現
代
作
曲
家
の
曲
を
選
ん
で
歌
い

ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
歌
曲
と
い
う
の
は
、

ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
世
界
で
も
あ
ま
り
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
の
で
す

が
、
私
は
こ
だ
わ
り
を
も
っ
て
取
り
組
ん

で
い
る
の
で
す
。
ロ
ー
レ
ム
の
音
楽
も
、

彼
の
文
学
に
対
す
る
造
詣
の
深
さ
か
ら
、

難
解
な
歌
詞
も
多
く
、
理
解
し
咀
嚼
す
る

の
に
は
苦
労
す
る
の
で
す
が
、
そ
れ
だ
け

に
取
り
組
み
甲
斐
が
あ
り
ま
す
。

　

私
は
国
立
音
楽
大
学
で
音
楽
教
育
を
学

ん
だ
あ
と
、
東
京
混
声
合
唱
団
で
八
年
間

合
唱
歌
手
と
し
て
活
動
し
て
い
ま
し
た
。

演
奏
会
で
ソ
ロ
の
パ
ー
ト
を
任
さ
れ
る
こ

と
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、
合
唱
の
プ
ロ
と

し
て
、
歌
と
い
う
も
の
を
総
合
的
に
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
し
て
い
な
い
と
感
じ
て
、
藝

大
の
大
学
院
に
入
り
直
す
こ
と
に
し
ま
し

た
。
で
す
か
ら
、
当
初
は
独
唱
歌
手
を
め

ざ
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
合
唱
団
の
一
員

と
し
て
、
自
分
が
し
っ
か
り
と
し
た
音
楽

を
持
つ
こ
と
で
周
り
に
よ
い
影
響
を
与
え

て
、
合
唱
を
さ
ら
に
豊
か
で
深
い
も
の
に

し
た
い
と
考
え
て
い
た
ん
で
す
。
自
分
自

身
が
の
び
の
び
と
音
楽
を
楽
し
む
た
め
に

は
、
ま
ず
自
分
を
磨
か
な
い
と
い
け
な
い

と
い
う
の
が
、
大
き
な
理
由
だ
っ
た
の
で

す
。

　

藝
大
大
学
院
の
声
楽
専
攻
に
は
、
国
別

に
分
か
れ
た
演
習
形
式
の
講
義
が
あ
り
、

修
士
の
学
位
取
得
の
た
め
に
ど
の
国
の
歌

曲
を
選
ぼ
う
か
と
て
も
迷
い
ま
し
た
。
最

終
的
に
選
ん
だ
英
米
歌
曲
は
、
近
現
代
的

な
要
素
が
強
い
作
品
が
多
く
、
聴
衆
の
皆

さ
ん
に
楽
し
ん
で
い
た
だ
く
た
め
に
は
十

分
に
歌
い
こ
む
必
要
が
あ
る
の
で
す
。
も

と
も
と
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
な
ど
を
と
お
し
て

英
語
の
歌
に
は
親
し
ん
で
い
た
の
で
す
が
、

実
際
に
学
ん
で
み
る
ま
で
英
米
の
歌
曲
が

こ
ん
な
に
豊
か
だ
と
い
う
こ
と
は
知
り
ま

せ
ん
で
し
た
。

　

日
本
音
楽
コ
ン
ク
ー
ル
の
本
選
で
は
い

ま
ま
で
に
な
い
集
中
力
で
歌
い
き
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
、
そ
れ
だ
け
で
満
足
だ
っ

た
の
で
す
が
、
一
位
ま
で
い
た
だ
く
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
英
語
の

歌
曲
を
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
歌
曲
と
し
て
認
め

て
も
ら
え
た
と
い
う
喜
び
と
と
も
に
、
英

語
の
歌
曲
が
新
鮮
だ
っ
た
こ
と
が
受
賞
で

き
た
理
由
か
も
し
れ
な
い
と
感
じ
て
い
ま

す
。

　

大
学
院
で
は
、
去
年
は
コ
ー
プ
ラ
ン
ド

の
連
作
歌
曲
、
今
年
は
バ
ー
バ
ー
を
研
究

いわした・しょうこ
1975年静岡県生まれ。国立音楽大学音
楽教育学科音楽教育専攻卒業。企業組合
東京混声合唱団入団。同合唱団退団後、
東京藝術大学大学院音楽研究科修士課程

（声楽専攻）入学。2008年同大学院修士
課程修了。これまでに、吉沢哲夫、小島
聖史、佐藤ひさら、朝倉蒼生、永井和子、
Ruth Falconの各氏に師事。第77回日本音楽コンクール（2008年10月）本選での歌唱  ©毎日新聞社提供

岩
下
晶
子

◆
大
学
院
音
楽
研
究
科
博
士
後
期
課
程（
音
楽
専
攻﹇
声
楽
﹈）二
年

第
七
十
七
回
日
本
音
楽
コ
ン
ク
ー
ル
声
楽
部
門
第
一
位
・

同
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
賞
受
賞

対
象
に
し
て
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
歌
曲
、

イ
ギ
リ
ス
歌
曲
の
な
か
に
も
ま
だ
ま
だ
知

ら
な
い
曲
が
多
い
の
で
、
こ
れ
か
ら
も
視

野
を
広
げ
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

　

九
月
か
ら
二
年
間
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の

マ
ネ
ス
音
楽
院
に
留
学
す
る
こ
と
が
決
ま

っ
て
い
ま
す
。
言
葉
を
し
っ
か
り
と
身
に

つ
け
た
い
で
す
し
、
ロ
ー
レ
ム
さ
ん
に
も

ぜ
ひ
会
い
に
行
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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森
永
泰
弘

◆
大
学
院
映
像
研
究
科
博
士
後
期
課
程（
映
像
メ
デ
ィ
ア
学
専
攻
）三
年

もりなが・やすひろ
1980年東京生まれ。東京藝術大学大学
院映像研究科修士課程（映画専攻）を第
一期生として修了後、現在は同大博士後
期課程在籍。

僕 

の
表
現
活
動
の
ス
タ
ー
ト
は

ダ
ン
ス
だ
っ
た
ん
で
す
。

ク
ラ
シ
カ
ル
な
も
の
か
ら
、

ス
ト
リ
ー
ト
系
、
即
興
性
が
高
い
モ
ダ
ン

ダ
ン
ス
ま
で
幅
広
く
取
り
組
ん
で
い
ま
し

た
。

　

そ
ん
な
な
か
で
僕
が
好
き
だ
っ
た
マ
ー

ス
・
カ
ニ
ン
グ
ハ
ム
と
も
関
係
が
深
い
、

現
代
作
曲
家
の
ジ
ョ
ン
・
ケ
ー
ジ
を
知
っ

た
こ
と
な
ど
を
き
っ
か
け
に
し
て
、「
音

（=sound

））」
へ
の
興
味
が
芽
生
え
て
き

た
の
で
す
。「
音
に
合
わ
せ
て
踊
る
」
と

い
う
こ
と
の
非
日
常
性
に
対
す
る
疑
問
に

始
ま
り
、
人
間
は
日
常
的
に
「
音
を
ど
の

よ
う
に
使
っ
て
生
き
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
」
と
い
う
方
向
に
、
関
心
が
引
き
寄
せ

ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　

僕
の
ふ
だ
ん
の
活
動
は
映
画
だ
け
に
と

ど
ま
ら
ず
、
自
然
の
音
や
街
の
音
を
蒐
集

す
る
「
フ
ィ
ー
ル
ド
・
レ
コ
ー
デ
ィ
ン

グ
」
か
ら
、
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
モ

ダ
ン
ダ
ン
ス
に
音
を
つ
け
る
と
い
っ
た
こ

と
ま
で
、
メ
デ
ィ
ア
を
問
わ
ず
多
岐
に
わ

た
っ
て
い
ま
す
。

　

一
応
の
肩
書
は
「
サ
ウ
ン
ド
・
デ
ザ
イ

ナ
ー
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、

サ
ウ
ン
ド
・
デ
ザ
イ
ン
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル

自
体
が
、
日
本
で
は
ま
だ
馴
染
み
が
な
い

も
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
概
念
は
、
国
に
よ

っ
て
も
意
味
合
い
が
異
な
り
、
音
楽
の
編

集
や
効
果
音
の
製
作
を
「
サ
ウ
ン
ド
・
デ

ザ
イ
ン
」
と
呼
ぶ
場
合
も
あ
る
よ
う
で
す
。

で
す
か
ら
僕
自
身
は
肩
書
き
に
こ
だ
わ
る

つ
も
り
は
な
く
て
、
音
に
関
わ
る
こ
と
で

自
分
が
お
も
し
ろ
い
と
思
う
こ
と
な
ら
な

ん
で
も
挑
戦
す
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を
と

っ
て
い
ま
す
。

　

今
回
カ
ン
ヌ
映
画
祭
の
「
カ
メ
ラ
・

ド
ー
ル
」
に
ノ
ミ
ネ
ー
ト
さ
れ
た

「K
A
RA
O
K
E

」
の
監
督
、
ク
リ
ス
・
チ

ョ
ン
・
チ
ャ
ン
フ
ィ
と
は
、
二
〇
〇
六
年

に
釜
山
国
際
映
画
祭
で
初
め
て
出
会
い
ま

し
た
。
そ
の
と
き
に
日
本
人
と
マ
レ
ー
シ

ア
人
と
い
う
違
い
を
越
え
て
意
気
投
合
し

た
の
で
す
が
、
翌
年
の
ベ
ル
リ
ン
国
際
映

画
祭
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
も
偶
然
再
会

し
た
の
で
す
。
ク
リ
ス
は
ち
ょ
う
ど

「Block B

」
と
い
う
、
集
合
住
宅
を
モ

チ
ー
フ
に
し
た
短
編
作
品
を
撮
ろ
う
と
し

て
い
た
時
期
で
、
彼
か
ら
「
音
が
重
要
な

作
品
に
な
る
」
と
声
を
か
け
ら
れ
コ
ラ
ボ

レ
ー
ト
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ

の
作
品
は
ト
ロ
ン
ト
国
際
映
画
祭
や
ア
ル

ゼ
ン
チ
ン
の
マ
ル
・
デ
ル
・
プ
ラ
タ
国
際

映
画
祭
等
で
大
き
な
賞
を
受
賞
す
る
な
ど

評
価
を
受
け
ま
し
た
。

「K
A
RA
O
K
E

」
の
ほ
う
は
長
編
で
、

マ
レ
ー
シ
ア
人
の
青
年
が
カ
ラ
オ
ケ
・
ビ

デ
オ
の
主
役
に
抜
擢
さ
れ
る
ま
で
を
描
い

た
物
語
に
、
音
の
「
質
感
」
と
い
う
も
の

を
強
く
意
識
し
て
音
響
設
計
を
施
し
て
い

ま
す
。

　

藝
大
で
は
、
藤
幡
正
樹
先
生
に
つ
い
て
、

自
分
が
な
ぜ
こ
う
い
う
表
現
を
す
る
の
か
、

な
ぜ
こ
う
い
っ
た
メ
デ
ィ
ア
を
使
う
の
か

と
い
っ
た
、「
心
」
の
問
題
に
つ
い
て
学

ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
い
ま
様
々
な
メ

デ
ィ
ア
が
交
錯
し
て
、
映
画
・
美
術
・
音

楽
と
い
っ
た
従
来
あ
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
の
垣

根
が
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
状
況
だ
と
思

う
の
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
偏
っ
た
考
え

方
に
傾
く
こ
と
な
く
、
自
由
で
あ
る
と
と

も
に
確
固
と
し
た
信
念
に
基
づ
い
て
、
活

動
を
続
け
て
い
き
た
い
の
で
す
。

海辺でのフィールド・レコーディング

第
六
十
二
回
カ
ン
ヌ
国
際
映
画
祭
・
監
督
週
間
部
門

「
カ
メ
ラ
・
ド
ー
ル
賞
」
候
補
作
品
（
音
響
監
督
担
当
）

映画「KARAOKE」（クリス・チ
ョン・チャンフィ監督）のポス
ター
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教
員
は

語
る

─
藝
大
へ
の
期
待
・
抱
負
・
提
言
─

第
十
一
回

Ｏ 

Ｊ
Ｕ
Ｎ
（
齊
藤 

潤
）

美
術
学
部
絵
画
科　

准
教
授

 
 

 

×

野
口
千
代
光

演
奏
芸
術
セ
ン
タ
ー　

准
教
授

せ
て
し
ま
う
部
分
が
あ
り
ま
す
。
自
分
な
り
に
一
生
懸
命
日
々

を
過
ご
し
、
音
楽
に
賭
け
て
い
た
と
い
う
点
で
は
、
い
ま
の
学

生
た
ち
も
同
じ
だ
と
思
い
ま
す
。

　

施
設
面
で
は
新
し
い
奏
楽
堂
が
で
き
た
こ
と
が
最
大
の
変
化

で
す
ね
。
私
は
藝
大
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ア
（
藝
大
に
所
属
す
る

プ
ロ
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
）
の
コ
ン
サ
ー
ト
マ
ス
タ
ー
も
務
め
て

い
る
た
め
、
選
ば
れ
た
学
生
と
協
演
し
た
り
、
作
曲
科
の
学
生

が
つ
く
っ
た
新
曲
を
演
奏
す
る
機
会
が
あ
る
の
で
す
。
そ
う
し

た
演
奏
会
を
音
響
設
備
が
充
実
し
た
学
内
の
施
設
で
で
き
る
の

は
す
ば
ら
し
い
こ
と
で
す
し
、
し
か
も
練
習
の
段
階
か
ら
使
え

る
と
い
う
の
は
学
生
に
と
っ
て
ほ
ん
と
う
に
貴
重
で
贅
沢
な
経

験
だ
と
思
い
ま
す
。
私
自
身
に
と
っ
て
も
、
教
え
る
こ
と
と
と

も
に
、
学
生
と
一
緒
に
演
奏
し
て
い
く
と
い
う
仕
事
も
任
さ
れ

て
、
毎
日
が
真
剣
勝
負
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

海
外
で
の
芸
術
体
験

齊
藤　

ス
ペ
イ
ン
の
バ
ル
セ
ロ
ナ
に
滞
在
し
た
の
は
大
学
を
卒

業
し
て
す
ぐ
の
時
期
で
、
私
に
と
っ
て
初
め
て
の
海
外
で
し
た
。

な
ぜ
ス
ペ
イ
ン
を
選
ん
だ
か
と
い
う
と
、
ガ
ウ
デ
ィ
の
建
築
に

興
味
を
持
っ
て
い
ま
し
て
、
バ
ル
セ
ロ
ナ
を
中
心
に
ス
ペ
イ
ン

全
土
に
建
っ
て
い
る
彼
の
作
品
を
見
る
こ
と
が
目
的
だ
っ
た
の

で
す
。
一
年
足
ら
ず
の
あ
い
だ
に
ス
ペ
イ
ン
の
各
地
を
回
っ
た

の
で
す
が
、
絵
画
の
制
作
は
ほ
と
ん
ど
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

三
十
代
前
半
に
こ
ん
ど
は
ド
イ
ツ
に
渡
り
ま
し
た
。
デ
ュ
ッ

セ
ル
ド
ル
フ
で
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
ビ
ザ
が
と
れ
た
の
で
、
そ
こ
に

滞
在
す
る
こ
と
に
し
た
ん
で
す
。
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
は
経
済

都
市
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
な
か
で
は
比
較
的
新
し
い
街
な
の
で

す
が
「
ク
ン
ス
ト
・
ア
カ
デ
ミ
ー
」
と
い
う
す
ば
ら
し
い
美
術

大
学
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
ア
カ
デ
ミ
ー
に
は
、
ド
イ
ツ
の
国
内

外
で
活
動
し
て
い
る
錚
々
た
る
巨
匠
が
教
授
陣
と
し
て
名
を
連

ね
て
い
ま
し
て
、
世
界
中
か
ら
学
生
た
ち
が
集
ま
っ
て
く
る
の

で
す
。
東
京
の
よ
う
に
大
き
な
都
市
で
は
な
い
で
す
か
ら
、
大

学
の
な
か
だ
け
で
は
な
く
そ
の
周
囲
ま
で
熱
気
が
漲
っ
て
い
る

の
で
す
ね
。

　

ち
ょ
う
ど
ベ
ル
リ
ン
の
壁
が
崩
壊
し
た
翌
年
に
訪
れ
た
も
の

で
す
か
ら
、
経
済
的
に
も
政
治
的
に
も
、
ま
た
芸
術
に
関
し
て

も
た
い
へ
ん
賑
や
か
な
時
代
で
、
お
も
し
ろ
い
体
験
を
い
く
つ

も
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
私
自
身
は
ア
カ
デ
ミ
ー
と
直
接
関

係
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
日
本
か
ら
作
家
が
来
た

と
聞
き
つ
け
る
と
、
み
ん
な
様
子
を
見
に
く
る
ん
で
す
ね
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
央
部
に
位
置
す
る
と
い
う
地
理
的
条
件
も
あ

っ
て
、
作
家
同
士
の
交
流
が
刺
激
的
か
つ
濃
密
だ
っ
た
と
い
う

の
が
強
い
印
象
と
し
て
残
っ
て
い
ま
す
。

野
口　

ジ
ュ
リ
ア
ー
ド
音
楽
院
に
留
学
し
て
い
た
二
年
間
は
、

進
化
す
る
キ
ャ
ン
パ
ス
、

変
わ
ら
ぬ
気
質

齊
藤　

藝
大
の
大
学
院
を
修
了
し
て
か
ら
、
ス
ペ
イ
ン
や
ド
イ

ツ
に
滞
在
し
た
あ
と
、
一
九
九
九
年
か
ら
非
常
勤
講
師
と
し
て

三
年
間
、
取
手
校
地
で
一
年
生
を
見
て
い
ま
し
た
。

　

今
年
か
ら
上
野
で
勤
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
私
の

学
生
時
代
と
比
べ
る
と
た
し
か
に
外
的
な
変
化
は
大
き
い
と
思

い
ま
す
。
大
学
の
設
備
も
そ
う
で
す
し
、
新
し
い
学
科
や
大
学

院
が
立
ち
上
が
り
、
集
ま
っ
て
く
る
学
生
の
め
ざ
す
と
こ
ろ
に

も
変
化
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
た
だ
学
生
の
気
質
で
い
え
ば
、
僕

の
時
代
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
い
う
ツ
ー
ル

が
ま
だ
な
か
っ
た
と
い
う
大
き
な
違
い
は
あ
り
ま
す
が
、
内
的

な
部
分
は
変
わ
ら
な
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
美
術
の
世
界
も

様
変
わ
り
し
て
き
て
は
い
ま
す
が
、
美
術
を
志
す
思
い
や
熱
中

す
る
姿
勢
に
関
し
て
は
意
外
と
素
朴
で
、
僕
ら
の
こ
ろ
と
か
な

り
重
な
る
よ
う
に
見
え
ま
す
ね

野
口　

藝
高
と
学
部
の
四
年
間
を
過
ご
し
た
の
で
す
が
、
学
部

の
途
中
で
二
年
間
休
学
し
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ジ
ュ
リ
ア
ー

ド
音
楽
院
に
留
学
し
て
い
ま
し
た
。
藝
大
で
は
こ
れ
ま
で
学
生

と
し
て
過
ご
し
た
だ
け
で
、
教
鞭
を
執
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た

こ
と
も
あ
っ
て
、
教
え
子
と
学
生
の
こ
ろ
の
自
分
を
重
ね
合
わ
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ほ
ん
と
う
に
あ
っ
と
い
う
間
の
こ
と
で
し
た
。
当
時
は
超
一
流

の
演
奏
家
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
集
ま
っ
て
き
て
、
ド
ロ
シ
ー
・

デ
ィ
レ
イ
先
生
と
い
う
名
教
授
が
教
え
て
い
る
ジ
ュ
リ
ア
ー
ド

に
習
い
に
き
て
い
た
ん
で
す
。
す
で
に
Ｃ
Ｄ
デ
ビ
ュ
ー
し
て
い

る
よ
う
な
演
奏
家
が
学
生
と
し
て
来
て
い
て
、
そ
う
い
う
人
を

間
近
で
見
る
だ
け
で
も
と
に
か
く
刺
激
に
な
り
ま
し
た
。
日
本

の
音
楽
大
学
と
教
育
的
な
意
味
で
決
定
的
に
違
う
の
は
、
初
め

て
レ
ッ
ス
ン
を
受
け
る
曲
で
も
ほ
ぼ
で
き
上
が
っ
て
い
る
状
態

で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
演
奏
家
に
対
し
て
仕
上
げ
の

味
つ
け
を
し
て
、
世
の
な
か
に
送
り
出
し
て
い
く
と
い
っ
た
機

関
な
ん
で
す
ね
。
日
本
の
場
合
、
あ
る
意
味
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ

ク
で
、
あ
ま
り
は
み
出
た
こ
と
は
教
え
な
い
と
思
う
の
で
す
が
、

ジ
ュ
リ
ア
ー
ド
で
は
自
分
の
色
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
表
現
す
る

か
を
学
ぶ
と
い
う
教
育
で
し
た
。

　

大
き
く
マ
ス
タ
ー
ク
ラ
ス
と
レ
ッ
ス
ン
に
分
か
れ
て
い
て
、

マ
ス
タ
ー
ク
ラ
ス
の
ほ
う
は
数
人
の
学
生
が
集
ま
っ
て
、
だ
れ

か
が
演
奏
を
す
る
と
み
ん
な
で
そ
れ
に
対
し
て
コ
メ
ン
ト
す
る

ん
で
す
ね
。
い
ち
ば
ん
驚
い
た
の
は
私
の
憧
れ
だ
っ
た
ギ
ル
・

シ
ャ
ハ
ム
と
同
じ
ク
ラ
ス
に
な
っ
て
、
目
の
前
で
弾
い
て
く
れ

た
こ
と
で
す
。
英
語
が
流
暢
に
話
せ
な
い
と
き
だ
っ
た
こ
と
も

あ
っ
て
「
ど
う
だ
っ
た
」
と
ギ
ル
に
聞
か
れ
て
、
間
近
で
の
演

奏
の
あ
ま
り
の
す
ば
ら
し
さ
に
衝
撃
を
受
け
、
純
粋
に
「
す
ば

ら
し
い
」
と
い
う
以
外
、
言
葉
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
ん
で
す
。

す
る
と
先
生
か
ら
「
あ
な
た
が
同
じ
曲
を
演
奏
し
た
ら
、
全
く

同
じ
に
は
弾
か
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
は
こ
う
思
う

と
か
、
こ
う
い
う
部
分
は
私
と
違
う
と
か
、
そ
う
い
う
コ
メ
ン

ト
は
な
い
の
」
と
言
わ
れ
て
、
私
は
び
っ
く
り
し
て
し
ま
い
ま

し
た
。

　

私
の
コ
メ
ン
ト
の
番
は
そ
れ
で
終
わ
っ
た
ん
で
す
が
、
次
の

人
が
あ
の
ギ
ル
・
シ
ャ
ハ
ム
に
向
か
っ
て
、「
最
初
の
音
は
ノ

ン
ビ
ブ
ラ
ー
ト
か
ら
少
し
ビ
ブ
ラ
ー
ト
を
増
や
し
て
、
こ
う
い

う
ふ
う
に
弓
の
ス
ピ
ー
ド
を
使
っ
て
…
…
」
と
い
ろ
い
ろ
と
注

文
を
つ
け
る
ん
で
す
。
ギ
ル
が
そ
ん
な
コ
メ
ン
ト
を
ど
う
い
う

ふ
う
に
受
け
と
め
る
の
か
と
思
っ
た
ら
「
じ
ゃ
あ
試
し
て
み
る

か
ら
聴
い
て
み
て
」
と
言
っ
て
、
い
ち
い
ち
演
奏
し
て
み
る
ん

で
す
。
自
分
に
自
信
が
あ
る
人
は
他
人
か
ら
の
意
見
も
き
ち
ん

と
聞
け
る
し
、
そ
こ
か
ら
選
ん
で
ま
た
自
分
の
も
の
に
で
き
る

許
容
量
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
、
す
ご
く
そ
れ
は
強

烈
な
体
験
で
し
た
。
日
本
の
学
生
が
他
人
の
演
奏
に
対
し
て
、

何
か
注
文
を
つ
け
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
で
す
よ
ね
。

　

私
は
日
本
に
戻
っ
て
か
ら
前
任
の
大
学
で
同
じ
よ
う
な
こ
と

を
実
践
し
て
み
た
ん
で
す
。
す
る
と
な
か
な
か
最
初
は
発
言
が

で
き
な
い
。
う
ま
い
か
下
手
か
、
音
程
が
い
い
か
悪
い
か
、
ミ

ス
す
る
か
し
な
い
か
、
く
ら
い
し
か
言
え
な
い
ん
で
す
。
イ

メ
ー
ジ
が
乏
し
く
て
、
そ
こ
か
ら
広
が
っ
て
い
か
な
い
。
日
本

に
い
る
と
き
は
、
こ
の
曲
は
こ
う
弾
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と

い
う
既
成
の
概
念
み
た
い
な
も
の
に
縛
ら
れ
て
い
た
の
で
す
が
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
行
っ
た
こ
と
で
、
自
分
の
な
か
の
引
き
出
し

を
増
や
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

ス
プ
リ
ン
グ
ボ
ー
ド
と
し
て
の
大
学
教
育

齊
藤　

自
分
の
表
現
に
対
し
て
自
分
の
言
葉
で
そ
れ
を
伝
え
る

と
い
う
訓
練
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
か
な
り
進
ん
で
い
る
と
い

う
印
象
を
私
も
持
ち
ま
し
た
。

　

ド
イ
ツ
に
滞
在
し
て
い
た
と
き
、
講
評
会
に
立
ち
会
う
と
い

う
機
会
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
日
本
と
は
全
く
シ
ス
テ
ム
が
違

う
ん
で
す
。
教
授
に
も
よ
る
ら
し
い
の
で
す
が
、
学
生
が
自
分

の
作
品
を
前
に
展
示
し
て
、
そ
れ
に
対
し
て
自
由
に
デ
ィ
ス
カ

ッ
シ
ョ
ン
を
す
る
。
作
品
を
た
だ
見
せ
る
だ
け
で
は
な
く
て
、

ど
う
し
て
こ
う
い
う
も
の
を
つ
く
っ
た
の
か
を
自
分
の
言
葉
で

伝
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
し
、
そ
れ
に
対
し
て
他
の
人
も
反
応

し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
自
分
の
み
な
ら
ず
他
人
の
仕
事
も
言

語
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
ず
れ
社
会
に
出
て
行
っ
た
と
き

に
、
大
き
な
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
に
な
る
と
思
う
ん
で
す
。

　

ま
た
入
試
の
シ
ス
テ
ム
も
か
な
り
違
っ
て
い
ま
し
た
。
藝
大

も
含
め
て
日
本
の
美
術
大
学
で
は
、
入
試
の
期
間
に
学
生
が
集

ま
っ
て
、
現
場
で
絵
を
描
い
た
り
す
る
実
技
の
試
験
が
あ
る
わ

け
で
す
よ
ね
。
ド
イ
ツ
の
場
合
は
「
マ
ッ
ペ
」
と
い
う
規
定
の

フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
が
あ
っ
て
、
二
十
ペ
ー
ジ
や
三
十
ペ
ー
ジ
の
な

か
に
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
や
エ
ス
キ
ー
ス
を
挟
ん
で
提
出
す
る
ん
で

Ｏ 

Ｊ
Ｕ
Ｎ
（
齊
藤 

潤
）

美
術
学
部
絵
画
科 ―

―
 

准
教
授

一
九
五
六 

年
東
京
に
生
ま
れ
る
。

一
九
八
〇
年
東
京
藝
術
大
学
美
術
学
部
絵
画
科
油
画
専
攻
卒
業
。
八
二
年
同
大
学
院
美
術
研
究
科
修
士
課
程
絵
画
専
攻
修
了
。

一
九
八
四
年
〜
八
五
年
ス
ペ
イ
ン
（
バ
ル
セ
ロ
ナ
）
に
滞
在
。

一
九
九
〇
年
〜
九
四
年
ド
イ
ツ
（
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
）
に
滞
在 

。

一
九
九
九
年
〜
二
〇
〇
一
年
東
京
藝
術
大
学
美
術
学
部
絵
画
科
油
画
専
攻
非
常
勤
講
師
。

東
京
造
形
大
学
絵
画
科
特
任
教
授
、
女
子
美
術
大
学
非
常
勤
講
師
を
経
て
二
〇
〇
九
年
よ
り
現
職
。

O JUN「FUDOUNOCO」　　
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す
。
そ
れ
を
す
べ
て
の
教
授
が
見
て
、
合
否
を
判
断
す
る
。

　

そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
ふ
だ
ん
こ
の
学
生
は

ど
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
何
を
考
え
て

い
る
の
か
を
、
油
絵
の
よ
う
な
作
品
で
は
な
く
て
、
紙
に
ペ
ン

や
ク
レ
ヨ
ン
で
描
い
た
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
や
エ
ス
キ
ー
ス
と
い
っ

た
比
較
的
簡
素
な
素
材
か
ら
判
断
し
よ
う
と
い
う
こ
と
な
ん
で

す
。
こ
う
い
っ
た
試
験
を
通
っ
て
き
た
学
生
は
、
作
家
意
識
が

生
ま
れ
る
の
も
早
い
ん
で
す
ね
。
日
本
で
も
美
術
学
生
の
意
識

は
だ
い
ぶ
変
わ
っ
て
は
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
辺
り
は
ま

だ
随
分
違
う
の
か
な
と
い
う
気
は
し
ま
す
ね
。

　

一
方
で
、
学
生
を
ど
う
刺
激
し
て
い
く
か
、
閉
じ
た
意
識
を

ど
の
よ
う
に
外
部
に
解
放
さ
せ
て
い
く
か
と
い
う
の
も
教
育
現

場
の
仕
事
だ
と
思
う
ん
で
す
。
私
の
場
合
、
現
在
活
躍
中
の
作

家
の
方
に
藝
大
に
来
て
い
た
だ
い
て
、
そ
の
肉
声
を
学
生
に
伝

え
た
い
と
い
う
こ
と
で
、「
こ
の
人
の
声
に
応
答
せ
よ
」
と
い

う
シ
リ
ー
ズ
を
開
講
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
作
家
の
方
の
制

作
に
お
よ
ん
だ
話
と
い
う
の
は
、
か
な
り
抽
象
的
に
も
な
り
ま

す
し
、
観
念
的
な
と
こ
ろ
も
出
て
く
る
。
た
だ
、
そ
う
い
う
も

の
を
学
生
が
聞
い
て
そ
の
場
で
理
解
で
き
な
く
て
も
、
経
験
値

を
積
ん
で
成
長
し
て
い
っ
た
と
き
に
、
か
つ
て
聞
い
た
り
言
っ

た
り
し
た
言
葉
が
急
に
響
い
て
き
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ

れ
も
や
は
り
教
育
な
ら
で
は
の
効
果
だ
と
思
う
ん
で
す
。
表
現

の
世
界
と
い
う
の
は
時
間
を
か
け
て
で
き
上
が
っ
て
い
く
も
の

で
す
か
ら
、
そ
う
い
っ
た
作
家
の
肉
声
を
自
分
の
な
か
に
落
と

し
こ
ん
で
、
響
か
せ
て
い
け
る
よ
う
な
ゼ
ミ
や
授
業
を
考
え
て

い
き
た
い
で
す
ね
。

野
口　

音
楽
は
感
覚
的
な
も
の
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
表
現
し

野
口
千
代
光

演
奏
芸
術
セ
ン
タ
ー ―

―
 

准
教
授

一
九
七
〇
年
東
京
生
ま
れ
。 

一
九
八
九
年
東
京
藝
術
大
学
音
楽
学
部
器
楽
科
弦
管
打
楽
器
専
攻
（
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
）
入
学
。

一
九
九
一
年
東
京
藝
術
大
学
を
休
学
し
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ジ
ュ
リ
ア
ー
ド
音
楽
院
入
学
。

一
九
九
二
年
ジ
ュ
リ
ア
ー
ド
音
楽
院
サ
テ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
ト
コ
ー
ス
卒
業
後
、
東
京
藝
術
大
学
に
復
学
。

一
九
九
五
年
東
京
藝
術
大
学
音
楽
学
部
器
楽
科
を
首
席
卒
業
。

桐
朋
学
園
芸
術
短
期
大
学
准
教
授
を
経
て
二
〇
〇
九
年
か
ら
現
職
。

た
も
の
で
は
人
に
感
動
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
ん
で
す
よ

ね
。
楽
譜
か
ら
で
き
る
だ
け
多
く
の
情
報
を
読
み
取
り
し
っ
か

り
と
し
た
計
画
性
を
持
っ
て
表
現
方
法
を
考
え
、
そ
こ
に
自
分

の
感
情
が
加
わ
ら
な
い
こ
と
に
は
、
共
感
を
得
ら
れ
ま
せ
ん
。

私
が
レ
ッ
ス
ン
を
つ
け
る
と
き
も
、
こ
こ
を
こ
う
し
て
と
い
う

の
で
は
な
く
て
、
ど
う
し
た
い
か
を
ま
ず
聞
い
て
か
ら
そ
の
も

と
に
な
る
裏
づ
け
を
楽
譜
上
か
ら
探
す
作
業
を
学
生
と
と
も
に

す
る
こ
と
で
、
よ
り
説
得
力
の
あ
る
表
現
を
追
究
し
て
い
き
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

作
家
意
識
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
大
学
生
活
に
お
い
て
演

奏
活
動
と
い
う
の
は
、
ま
だ
か
ぎ
ら
れ
た
形
態
な
ん
で
す
ね
。

練
習
を
必
死
に
や
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
試
験
の
た
め
で
あ
っ

た
り
、
コ
ン
ク
ー
ル
の
た
め
で
あ
っ
た
り
、
そ
う
い
っ
た
現
実

の
目
標
に
向
か
っ
て
の
こ
と
な
ん
で
す
。
私
の
場
合
も
、
卒
業

し
て
お
仕
事
を
い
た
だ
く
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
オ
ー
ケ
ス
ト

ラ
で
の
演
奏
も
あ
れ
ば
室
内
楽
も
あ
る
と
い
っ
た
な
か
で
、
そ

の
都
度
異
な
る
す
ば
ら
し
い
指
揮
者
や
演
奏
家
と
の
演
奏
機
会

が
自
分
の
音
楽
観
を
さ
ら
に
豊
か
に
し
、
常
に
勉
強
を
続
け
て

い
る
状
態
で
あ
る
の
で
、
大
学
時
代
は
そ
の
基
礎
固
め
み
た
い

な
と
こ
ろ
だ
と
思
う
の
で
す
。
逆
に
い
え
ば
、
大
学
時
代
に
も

っ
と
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
で
き
た
ら
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
し
、

一
方
で
は
基
礎
的
な
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
卒
業
後
の
い
ろ
い
ろ

な
出
会
い
が
自
分
の
経
験
値
と
な
っ
て
い
っ
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

齊
藤　

大
学
と
い
う
の
は
ス
プ
リ
ン
グ
ボ
ー
ド
の
よ
う
な
も
の

で
、
そ
こ
か
ら
飛
び
跳
ね
て
外
へ
出
て
行
き
、
さ
ら
に
そ
こ
で

叩
か
れ
る
よ
う
な
経
験
を
し
て
、
や
が
て
作
家
に
な
っ
て
い
く

も
の
だ
と
思
う
ん
で
す
。
自
分
の
こ
と
に
照
ら
し
て
も
、
決
し

て
優
等
生
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
な
ん
で

す
ね
。
そ
う
い
う
人
間
が
い
ま
で
は
教
員
を
や
っ
て
い
て
い
る

わ
け
で
す
か
ら
、
反
面
教
師
と
し
て
、
僕
の
背
中
を
見
て
育
ち

な
さ
い
と
学
生
た
ち
に
は
言
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
大
学
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
学
生
を
あ
る
許
容
範
囲
の
な
か
で
大
き
く
眺
め
て
、

引
き
受
け
て
く
れ
る
よ
う
な
場
所
で
も
あ
り
ま
す
。
芸
術
大
学

と
い
う
の
は
、
懐
を
深
く
し
て
、
学
生
た
ち
の
よ
き
ス
プ
リ
ン

グ
ボ
ー
ド
に
な
り
、
ロ
ケ
ッ
ト
の
発
射
台
の
よ
う
な
役
割
を
果

た
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

リサイタルシリーズ「B→C」
（2003年9月30日 東京オペラシティ・リサイタルホール）



　

一
九
三
六
（
昭
和
十
一
）
年
の
四
月
一
日

に
開
業
し
て
か
ら
、
も
う
七
十
年
以
上
の
歴

史
に
な
り
ま
す
。
い
ま
は
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
に

な
っ
て
い
る
、
当
時
の
旧
奏
楽
堂
の
真
下
に

最
初
の
店
は
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
は
風

紀
上
、
男
女
の
入
り
口
が
分
か
れ
て
い
て
、

各
三
十
席
ほ
ど
の
小
さ
な
食
堂
だ
っ
た
よ
う

で
す
。
う
ち
の
前
に
「
金
亀
食
堂
」
と
い
う

和
食
を
出
す
店
が
入
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

当
時
の
校
長
さ
ん
が
「
音
楽
学
校
の
先
生
に

は
外
国
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
し
、
留
学
経

験
を
し
て
き
た
先
生
も
多
い
の
で
、
ぜ
ひ
洋

食
を
供
し
た
い
」
と
い
う
こ
と
で
、
丸
ビ
ル

の
一
階
に
あ
っ
た
「
キ
ャ
ッ
ス
ル
」
に
白
羽

の
矢
が
立
っ
た
の
で
す
。

　

戦
後
は
学
生
さ
ん
が
一
挙
に
増
え
た
の
で
、

増
築
し
な
が
ら
営
業
し
て
い
ま
し
た
。
一
九

五
五
（
昭
和
三
十
）
年
こ
ろ
に
は
、
裏
門
を

入
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
女
子
寮
の
隣
り
に

移
転
。
一
九
七
八
（
昭
和
五
十
三
）
年
か
ら

ず
っ
と
、
い
ま
の
大
学
会
館
で
の
営
業
を
続

け
て
い
ま
す
。
使
っ
て
い
る
テ
ー
ブ
ル
も
椅

子
も
当
時
の
ま
ま
。
料
理
の
価
格
も
十
円
あ

が
っ
た
だ
け
な
ん
で
す
よ
。

「
キ
ャ
ッ
ス
ル
」
は
、
も
と
も
と
伝
統
的
な

ア
メ
リ
カ
ン
料
理
を
提
供
す
る
老
舗
レ
ス
ト

ラ
ン
で
、
藝
大
の
こ
の
店
も
ソ
ー
ス
は
す
べ

て
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
す
。〈
ハ
ン
バ
ー
グ
〉〈
カ

ツ
レ
ツ
〉〈
オ
ム
レ
ツ
〉
も
実
は
「
キ
ャ
ッ

ス
ル
」
発
祥
の
言
葉
な
ん
で
す
よ
。

　

メ
ニ
ュ
ー
は
季
節
に
よ
っ
て
変
え
て
い
ま

す
し
、
試
験
の
時
期
に
は
消
化
の
よ
い
も
の

を
出
す
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
お
米
は
サ
サ

ニ
シ
キ
を
使
っ
て
い
ま
す
し
、
付
け
合
わ
せ

の
キ
ャ
ベ
ツ
も
量
が
多
く
、
シ
ャ
キ
シ
ャ
キ

と
し
た
食
感
が
好
評
で
す
。

　

い
ち
ば
ん
の
人
気
メ
ニ
ュ
ー
は
や
は
り
、

午
前
十
一
時
か
ら
お
出
し
し
て
い
る
「
盛
り

合
わ
せ
」
で
す
ね
。
曜
日
に
よ
っ
て
内
容
が

変
わ
り
、
麻
婆
豆
腐
や
芙
蓉
蟹
と
い
っ
た
中

華
が
つ
く
日
も
あ
り
ま
す
。
な
か
で
も
ス
パ

ゲ
ッ
テ
ィ
と
チ
キ
ン
カ
ツ
を
盛
り
合
わ
せ
た

金
曜
日
は
、
お
昼
を
す
ぎ
る
と
品
切
れ
に
な

る
日
も
あ
る
ほ
ど
人
気
が
高
い
で
す
よ
。

（
ふ
く
も
と
・
ゆ
た
か
／
キ
ャ
ッ
ス
ル
食
堂

店
主
）

−上野の杜のキャンパスガイド−

第11回★学生食堂

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。

“
洋
食
の
老
舗
”の
味
が
自
慢

福
本 

豊

「盛り合わせ」￥510

大学会館内にあるキャッスル食堂

�0

上：キャッスル食堂外観
下：喫茶室
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う
ち
の
食
堂
の
い
ち
ば
ん
の
お
薦
め
メ
ニ

ュ
ー
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
「
バ
タ
丼
」
で

す
ね
。「
豆
腐
の
バ
タ
ー
焼
き
」
が
正
し
い

名
前
で
、
い
ま
は
丼
で
供
し
て
い
ま
す
が
、

も
と
も
と
は
ご
飯
を
別
に
盛
っ
た
定
食
だ
っ

た
ん
で
す
よ
。
昭
和
五
十
年
こ
ろ
に
、
当
時

「
藝
祭
」
の
実
行
委
員
長
を
務
め
て
い
た
松

本
君
と
い
う
学
生
が
、
ご
飯
に
ぶ
っ
か
け
て

食
べ
て
み
た
ら
た
い
へ
ん
美
味
し
か
っ
た
こ

と
か
ら
、
店
の
ほ
う
で
も
丼
で
出
す
よ
う
に

な
っ
た
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
も
っ
と
古
い

卒
業
生
の
方
か
ら
「
豆
腐
の
バ
タ
ー
焼
き
」

を
頼
ま
れ
た
と
き
に
は
、
い
ま
で
も
ご
飯
を

別
に
し
て
お
出
し
し
て
い
る
ん
で
す
よ
。

　

食
堂
は
一
九
三
七
（
昭
和
十
二
）
年
に
、

先
代
の
大
浦
英
一
が
生
徒
集
会
所
の
建
物
を

利
用
し
て
営
業
を
開
始
し
ま
し
た
。
当
時
は

周
囲
に
梅
の
林
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
「
梅
林

食
堂
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
戦
争

の
混
乱
で
梅
林
食
堂
は
閉
店
を
余
儀
な
く
さ

れ
、
戦
後
戻
っ
て
き
た
と
き
に
は
別
の
人
が

同
じ
名
前
で
食
堂
を
始
め
て
い
た
そ
う
で
す
。

そ
こ
で
先
代
は
大
黒
天
（
護
国
院
）
の
側
に

新
た
に
食
堂
を
開
き
、
姓
を
と
っ
て
「
大
浦

食
堂
」
と
名
付
け
た
ん
で
す
。
一
時
期
は
梅

林
食
堂
の
建
物
で
、
二
つ
の
食
堂
が
と
も
に

営
業
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
一
九
六

二
（
昭
和
三
十
七
）
年
に
、
も
う
一
人
の
経

営
者
が
ボ
ヤ
を
出
し
こ
と
が
原
因
で
退
去
し

て
、
そ
れ
か
ら
大
学
美
術
館
の
建
設
で
取
り

壊
し
に
な
る
ま
で
旧
「
大
浦
食
堂
」
は
多
く

の
藝
大
生
に
親
し
ま
れ
て
き
ま
し
た
。

　

大
学
美
術
館
が
完
成
し
て
か
ら
は
、
外
か

ら
お
見
え
の
お
客
さ
ん
が
ず
い
ぶ
ん
増
え
ま

し
た
が
、
学
生
の
栄
養
バ
ラ
ン
ス
と
財
布
の

中
身
を
考
え
た
営
業
ポ
リ
シ
ー
は
全
く
変
わ

り
ま
せ
ん
。
定
食
に
つ
く
日
替
わ
り
の
お
惣

菜
も
何
週
間
も
前
か
ら
組
み
合
わ
せ
を
考
え

た
品
々
で
す
し
、
十
種
類
の
手
づ
く
り
サ
ン

ド
イ
ッ
チ
も
パ
ン
が
柔
ら
か
い
と
評
判
な
の

で
、
食
べ
た
こ
と
の
な
い
方
は
ぜ
ひ
い
ち
ど

試
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

（
き
た
ざ
わ
・
え
つ
お
／
大
浦
食
堂
店
主
）

偶
然
生
ま
れ
た
人
気
メ
ニ
ュ
ー“
バ
タ
丼
”

北
澤
悦
雄

大学美術館内にある大浦食堂

左：食欲をそそるメニューディス
プレイ
下：「バタ丼」￥480

大浦食堂内観
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東
京
藝
術
大
学

次
期
学
長
候
補
者
に

宮
田
亮
平
現
学
長
を
選
考

　

東
京
芸
術
大
学
学
長
選
考
会
議
は
、

三
月
十
九
日
開
催
の
会
議
に
お
い
て
、

宮
田
亮
平
現
学
長
の
任
期
満
了
（
平

成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
）
に
伴

う
次
期
学
長
候
補
者
を
次
の
通
り
選

考
し
た
。

︻
次
期
学
長
候
補
者
︼

氏
名
：
宮
田　

亮
平

現
職
：
学
長

任
期
：
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
～

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

出
版
会
活
動

◆
楽
譜
『
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
「
弦
楽
の
た
め

の
セ
レ
ナ
ー
デ
」
ピ
ア
ノ
独
奏
版
』
を
三
月

二
十
七
日
よ
り
発
売

　

ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
な
か
で
も
屈
指
の
名
曲

の
一
つ
で
、
広
く
一
般
に
愛
好
さ
れ
て
い
る
作

品
、
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
「
弦
楽
の
た
め
の
セ

レ
ナ
ー
デ
」
作
品
48
を
ピ
ア
ノ
独
奏
用
に
編
曲

し
た
楽
譜
。
弦
楽
パ
ー
ト
の
多
彩
な
連
携
に
よ

る
表
情
豊
か
な
名
作
を
、
一
台
の
ピ
ア
ノ
独
奏

用
に
編
曲
し
た
こ
の
版
は
、
原
曲
の
音
楽
内
容

を
最
大
限
に
盛
り
込
ん
だ
ト
ラ
ン
ス
ク
リ
プ
シ

ョ
ン
で
あ
り
、
ピ
ア
ノ
演
奏
の
ソ
リ
ス
テ
ィ
ッ

ク
な
魅
力
を
併
せ
持
っ
た
新
た
な
レ
パ
ー
ト

リ
ー
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。

◆
Ｃ
Ｄ
『
ホ
ル
ベ
ル
ク
組
曲
～
マ
リ
ン
バ
ア
ン

サ
ン
ブ
ル
・
ク
イ
ン
ト
』
を
四
月
十
六
日
よ

り
発
売

　

も
と
も
と
弦
楽
合
奏
の
た
め
に
書
か
れ
た
グ

リ
ー
グ
の
作
品
と
バ
ッ
ハ
の
オ
ル
ガ
ン
作
品
を
、

五
台
の
マ
リ
ン
バ
に
よ
る
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
に
よ

っ
て
演
奏
し
、
新
た
な
サ
ウ
ン
ド
を
奏
で
る
。

︽
ホ
ル
ベ
ル
ク
組
曲
︾（
グ
リ
ー
グ
）
の
「
前
奏

曲
」
や
「
リ
ゴ
ー
ド
ン
」
に
お
け
る
涼
や
か
な

音
色
、「
ア
リ
ア
」
や ︽
二
つ
の
悲
し
き
旋
律
︾

（
グ
リ
ー
グ
）
の
「
春
」
に
お
け
る
ト
レ
モ
ロ

な
ど
、
マ
リ
ン
バ
な
ら
で
は
の
響
き
が
、
原
曲

か
ら
新
た
な
魅
力
を
引
き
出
す
。

◆
Ｄ
Ｖ
Ｄ
邦
楽
で
綴
る
『
平
家
の
物
語
』
前
編

を
五
月
十
二
日
よ
り
発
売

「
平
家
物
語
」
を
テ
ー
マ
に
、
二
〇
〇
八
年
九

月
十
一
日
、
奏
楽
堂
に
お
い
て
公
演
さ
れ
た

「
邦
楽
で
綴
る
﹃
平
家
の
物
語
﹄
前
編
」
を
完

全
収
録
し
た
Ｄ
Ｖ
Ｄ
。
入
道
清
盛
の
入
寂
ま
で

を
題
材
に
、
既
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
古
典
曲
と

新
た
に
創
作
し
た
曲
と
を
交
え
て
構
成
し
、
各

曲
の
間
を
語
り
で
わ
か
り
や
す
く
綴
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
物
語
全
体
の
把
握
を
試
み
た
画
期
的

な
企
画
と
な
っ
て
い
る
。

　

東
京
藝
術
大
学
出
版
会
の
出
版
物
等
は
、
本

学
藝
大
ア
ー
ト
プ
ラ
ザ
、
ア
マ
ゾ
ン
（
ネ
ッ
ト

販
売
）
お
よ
び
一
般
書
店
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
）
ま
で

交　

流

◆
大
学
間
国
際
交
流
協
定
締
結

　

二
月
二
十
日
、
ウ
ィ
ー
ン
応
用
芸
術
大
学

（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
）
と
本
学
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
。

　

六
月
八
日
、
国
立
台
湾
芸
術
大
学
（
台
湾
）

と
本
学
は
、
芸
術
に
関
す
る
交
流
を
深
め
る
と

と
も
に
、
教
育
及
び
研
究
に
関
す
る
協
力
を
行

う
こ
と
に
合
意
し
、
芸
術
国
際
交
流
協
定
を
締

結
し
た
。

　

七
月
二
十
七
日
、
国
立
台
北
芸
術
大
学
（
台

湾
）
と
本
学
は
、
芸
術
に
関
す
る
交
流
を
深
め

る
と
と
も
に
、
教
育
及
び
研
究
に
関
す
る
協
力

を
行
う
こ
と
に
合
意
し
、
芸
術
国
際
交
流
協
定

を
締
結
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
調
印
に
よ
り
、
本
学
に
お
け
る
交

流
協
定
締
結
校
は
十
六
か
国
（
地
域
）、
四
十

二
大
学
等
と
な
っ
た
。

◆
東
京
藝
術
大
学
と
理
化
学
研
究
所
が
連
携
協

力
協
定
を
締
結

　

三
月
二
十
四
日
、
本
学
と
理
化
学
研
究
所
は
、

芸
術
と
科
学
と
い
う
全
く
異
な
る
分
野
が
お
互

い
の
違
い
を
知
る
こ
と
で
、
こ
こ
ろ
や
意
識
を

含
む
森
羅
万
象
に
こ
れ
ま
で
に
な
い
見
方
で
迫

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
を
深
め
る
こ
と
を
目
的

に
連
携
協
力
協
定
を
結
び
、
理
研
東
京
連
絡
事

務
所
（
千
代
田
区
）
に
お
い
て
、
宮
田
亮
平
学

長
と
野
依
良
治
理
事
長
が
連
携
・
協
力
の
推
進

に
関
す
る
基
本
協
定
書
に
署
名
し
た
。

　

今
後
は
、
総
合
的
に
芸
術
と
科
学
を
極
め
て

い
る
両
機
関
が
、
幅
広
い
分
野
に
お
い
て
組
織

を
あ
げ
て
連
携
協
力
を
行
い
、
研
究
・
人
材
育

成
・
共
同
制
作
な
ど
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
な

る
。

受
章
・
受
賞

◆
鈴
木
雅
明
教
授
が
「
芸
術
選
奨
文
部
科
学

大
臣
賞
」
を
受
賞

　

三
月
十
六
日
、
音
楽
学
部
器
楽
科
（
古
楽
）

の
鈴
木
雅
明
教
授
が
、
平
成
二
十
年
度
の
音
楽

部
門
に
お
け
る
優
れ
た
活
動
を
評
価
さ
れ
、
芸

術
選
奨
文
部
科
学
大
臣
賞
を
受
賞
し
た
。

◆
黒
沢
清
教
授
が
「
第
三
回
ア
ジ
ア
・
フ
ィ
ル

ム
・
ア
ワ
ー
ド
」（
中
国
）
作
品
賞
、
脚
本

賞
を
受
章

　

三
月
二
十
三
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
三
回
ア
ジ
ア
・
フ
ィ
ル
ム
・
ア
ワ
ー
ド

（
中
国
）
作
品
賞
、
脚
本
賞
を
受
賞
し
た
。

◆
桐
野
文
良
准
教
授
が
「
二
〇
〇
八
年
度 

日

立
技
術
士
会
賞
」
を
受
賞

　

四
月
十
七
日
、
大
学
院
美
術
研
究
科
文
化
財

保
存
学
専
攻
（
保
存
科
学
）
桐
野
文
良
准
教
授

が
取
り
組
ん
だ
「
技
術
士
育
成
支
援
の
た
め
の

図
書
出
版
等
に
関
す
る
特
別
会
員
グ
ル
ー
プ
活

動
」
が
、
社
会
に
貢
献
し
た
と
評
価
さ
れ
、
二

〇
〇
八
年
度
日
立
技
術
士
会
賞
を
受
賞
し
た
。

運　

営

◆
東
京
藝
大
ク
ッ
キ
ー
発
売
！

　

三
月
十
九
日
よ
り
、
藝
大
ア
ー
ト
プ
ラ
ザ
に

て
、
東
京
藝
大
ク
ッ
キ
ー
の
販
売
が
開
始
さ
れ

た
。
こ
の
ク
ッ
キ
ー
は
、
本
学
が
企
画
販
売
し

た
「
東
京
藝
術
大
学
カ
レ
ン
ダ
ー
」、「
藝
大

ア
ー
ト
プ
ラ
ザ
オ
リ
ジ
ナ
ル
・
ウ
ォ
レ
ッ
ト
」

に
続
く
オ
リ
ジ
ナ
ル
企
画
商
品
で
、
販
売
価
格

は
一
〇
〇
〇
円
（
税
込
）。

　

ク
ッ
キ
ー
は
、
新
百
合
个
丘
と
立
川
に
店
舗

を
持
つ
洋
菓
子
店
・
イ
ル
フ
ェ
ジ
ュ
ー
ル
の
シ

ェ
フ
宍
戸
哉
夫
氏
の
手
に
よ
る
も
の
で
、
食
べ

応
え
の
あ
る
ボ
リ
ュ
ー
ム
と
、
厳
選
さ
れ
た
素

材
を
用
い
た
、
プ
ラ
リ
ネ
と
ア
ー
モ
ン
ド
シ
ョ

コ
ラ
の
二
種
の
味
を
用
意
。
ま
た
パ
ッ
ケ
ー
ジ

デ
ザ
イ
ン
は
、
美
術
学
部
デ
ザ
イ
ン
科
の
松
下

計
准
教
授
が
監
修
し
、
シ
ン
プ
ル
か
つ
贅
沢
な

仕
様
が
気
品
を
感
じ
さ
せ
る
。

◆
平
成
二
十
年
度
卒
業
式
「
悠
々
と
!!　

悠

然
と
!!
」

　

三
月
二
十
五
日
、
奏
楽
堂
に
て
平
成
二
十
年

度
卒
業
式
が
挙
行
さ
れ
た
。
式
は
器
楽
科
学
部

生
に
よ
る
弦
楽
四
重
奏
で
清
々
し
く
幕
を
開
け
、

学
長
式
辞
に
お
い
て
は
、
箏
、
鼓
、
笛
、
三
味

線
な
ど
の
慶
祝
の
雰
囲
気
に
満
ち
た
演
奏
が
、

邦
楽
科
の
教
員
ら
に
よ
り
奏
で
ら
れ
る
な
か
宮

田
学
長
が
登
場
し
、
巨
大
な
特
製
パ
ネ
ル
に

「
悠
」
と
い
う
文
字
を
揮
毫
し
た
。
宮
田
学
長

は
「
悠
」
を
「
水
で
心
身
が
清
め
ら
れ
た
平
安

な
心
の
様
子
を
表
す
字
」
と
説
明
し
、
豊
か
な

包
容
力
を
も
っ
て
歩
ん
で
い
く
よ
う
、
大
学
を

巣
立
つ
若
者
た
ち
を
激
励
し
た
。

◆
平
成
二
十
一
年
度
入
学
式

　

四
月
十
日
、
奏
楽
堂
に
て
平
成
二
十
一
年
度

入
学
式
が
挙
行
さ
れ
た
。
器
楽
科
学
部
生
が
奏

で
る
弦
楽
四
重
奏
の
明
る
い
弦
の
調
べ
で
歓
迎

す
る
と
と
も
に
、
学
長
式
辞
で
壇
上
に
立
っ
た

宮
田
学
長
は
、
壇
上
で
揮
毫
し
た
「
視
」
と
い

う
文
字
を
掲
げ
、
自
ら
の
目
で
広
い
視
野
と
国
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第19号刊行にあたって

　今号の特集は、〝藝大の窓口〞 と
して定着した感のある、大学美術館
と奏楽堂の 10年を振り返る企画で
ある。それぞれの社会との関わり方、
立ち位置のようなものが徐々に明確
になっていく過程が座談会で語られ
ている。
　美術館やコンサートホールは、ど
この市町村にも点在するが、大学内
にある、ということがやはり他とは
異なる。この春、私が所属するデザ
イン科主催で行った企業のデザイン
展でも感じたことだが、大学の場で
開催されることによって、市場では
見つけられない、例えばピュアな造
形美や社会背景といった商品本来の
魅力（市場評価とは違う）が確認で
きる。
　過度な情報によって本質を見失っ
てしまう時代である。本来の価値を
取り戻せる場は、日本にそうあるも
のではない。二つの窓口への期待は、
今後とも大きい。

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

際
感
覚
を
身
に
つ
け
、
よ
り
豊
か
な
想
像
力
と

判
断
力
を
持
つ
優
れ
た
人
間
へ
と
成
長
し
て
ほ

し
い
と
話
し
、
映
画
の
撮
影
で
使
用
す
る
「
カ

チ
ン
コ
」
を
鳴
ら
し
て
、
大
学
生
活
の
ス
タ
ー

ト
を
切
る
学
生
た
ち
を
鼓
舞
し
た
。

◆
天
皇
皇
后
両
陛
下
が
「
尼
門
跡
寺
院
の
世

界
」
展
を
鑑
賞

　

天
皇
、
皇
后
両
陛
下
が
、
四
月
二
十
七
日
、

本
学
を
訪
れ
、
大
学
美
術
館
で
開
催
中
の
「
尼

門
跡
寺
院
の
世
界
」
展
を
鑑
賞
さ
れ
た
。

　

尼あ
ま

門も
ん

跡ぜ
き

寺
院
と
は
、
皇
族
・
公
家
や
将
軍
家

な
ど
、
高
貴
な
身
分
の
女
性
が
代
々
の
住
持
を

務
め
て
き
た
尼
寺
の
こ
と
で
、
今
も
な
お
京

都
・
奈
良
に
十
三
か
寺
が
残
っ
て
い
る
。
本
展

で
は
、
数
百
年
に
わ
た
り
受
け
継
が
れ
て
き
た

書
や
調
度
品
、
肖
像
画
、
御
所
人
形
な
ど
百
八

十
余
点
を
展
示
し
、
寺
院
で
培
わ
れ
、
伝
え
ら

れ
て
き
た
典
雅
な
伝
統
文
化
を
紹
介
。

　

宮
田
学
長
を
は
じ
め
と
す
る
本
展
関
係
者
に

迎
え
ら
れ
た
両
陛
下
は
、
横
溝
廣
子
准
教
授
の

説
明
を
受
け
な
が
ら
、
皇
室
ゆ
か
り
の
品
々
な

ど
を
熱
心
に
ご
覧
に
な
っ
た
。

　

な
お
、
本
展
に
は
両
陛
下
を
は
じ
め
皇
族
方

が
相
次
い
で
来
場
さ
れ
、
尼
僧
た
ち
が
守
り
続

け
た
高
尚
な
伝
統
文
化
の
数
々
を
熱
心
に
ご
覧

に
な
っ
た
。

◆
映
画
「
ラ
ッ
シ
ュ
ラ
イ
フ
」
が
劇
場
公
開

　

大
学
院
映
像
研
究
科
映
画
専
攻
第
三
期
生
が
、

企
画
か
ら
資
金
集
め
、
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
、
撮

影
、
編
集
、
宣
伝
配
給
ま
で
手
掛
け
た
映
画

「
ラ
ッ
シ
ュ
ラ
イ
フ
」
が
、
六
月
十
三
日
か
ら

東
京
（
新
宿
バ
ル
ト
９
）
を
は
じ
め
、
大
阪
、

広
島
、
九
州
に
て
劇
場
公
開
さ
れ
た
。

　

現
代
の
人
気
作
家
の
小
説
を
藝
大
生
が
映
像

化
す
る
と
い
う
企
画
に
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
作

家
・
伊
坂
幸
太
郎
氏
が
賛
同
。
同
じ
く
企
画
に

賛
同
し
て
出
演
を
決
め
た
豪
華
キ
ャ
ス
ト
の

面
々
や
、
出
資
企
業
各
社
と
共
に
、
企
画
プ
ロ

デ
ュ
ー
ス
、
制
作
ま
で
の
全
工
程
を
学
生
が
中

心
と
な
っ
て
行
い
完
成
し
た
本
作
品
。
当
初
は

単
館
上
映
の
予
定
だ
っ
た
が
、
大
ヒ
ッ
ト
ス

タ
ー
ト
を
受
け
て
、
全
国
順
次
公
開
が
決
定
す

る
な
ど
映
画
界
の
話
題
を
集
め
た
。

◆
学
長
と
語
ろ
う
Ⅴ　

奏
楽
堂
ト
ー
ク
＆
コ
ン

サ
ー
ト

　

六
月
二
十
日
、
奏
楽
堂
に
お
い
て
、
第
五
回

「
学
長
と
語
ろ
う　

奏
楽
堂
ト
ー
ク
＆
コ
ン

サ
ー
ト
」
が
、
ゲ
ス
ト
に
文
化
人
類
学
者
と
し

て
著
名
な
青
木
保
文
化
庁
長
官
を
招
い
て
開
催

さ
れ
た
。

　

第
一
部
は
、
青
木
長
官
と
宮
田
学
長
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
視
点
か
ら
文
化
・
芸
術
に
つ
い
て
語

り
合
っ
た
。
な
か
で
も
日
本
文
化
が
大
衆
娯
楽

性
と
芸
術
性
の
両
方
を
備
え
る
こ
と
、
現
在
、

世
界
中
に
浸
透
し
そ
の
重
要
性
が
高
く
評
価
さ

れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
日
本
文
化
を
取
り
ま
く

状
況
が
確
認
さ
れ
、
日
本
が
ア
ジ
ア
と
連
携
し

て
、
世
界
に
羽
ば
た
く
時
期
が
よ
う
や
く
や
っ

て
き
た
と
今
後
の
更
な
る
発
展
へ
の
期
待
を
込

め
て
対
談
は
終
了
し
た
。

　

第
二
部
コ
ン
サ
ー
ト
で
は
、
湯
浅
卓
雄
准
教

授
の
指
揮
に
よ
る
藝
大
学
生
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
が
、

青
木
長
官
の
リ
ク
エ
ス
ト
に
応
え
、「
ラ
プ
ソ

デ
ィ
（
狂
詩
曲
）」
の
名
を
冠
し
た
名
作
三
曲

を
フ
ル
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
で
演
奏
し
、
割
れ
ん
ば

か
り
の
拍
手
の
な
か
幕
を
閉
じ
た
。

　

次
回
、
第
六
回
「
学
長
と
語
ろ
う　

奏
楽
堂

ト
ー
ク
＆
コ
ン
サ
ー
ト
」
は
、
水
中
カ
メ
ラ
マ

ン
の
中
村
征
夫
氏
を
招
き
、
十
一
月
十
四
日

（
土
）
に
開
催
さ
れ
る
。

◆
藝
大
と
あ
そ
ぼ
う
〈
よ
う
こ
そ
！
芸
大
ラ

ン
ド
へ
〉

　

七
月
四
日
、
奏
楽
堂
を
は
じ
め
と
す
る
音
楽

学
部
構
内
の
施
設
を
舞
台
に
、「
藝
大
と
あ
そ

ぼ
う
︿
よ
う
こ
そ
！
芸
大
ラ
ン
ド
へ
﹀」
が
、

開
催
さ
れ
た
。

　

こ
の
「
藝
大
と
あ
そ
ぼ
う
」
は
、
新
し
い
フ

ァ
ミ
リ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ト
の
可
能
性
を
追
求
す

る
シ
リ
ー
ズ
で
、「
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
楽

し
め
る
」
企
画
を
目
指
す
も
の
。
今
回
は
大
胆

に
モ
デ
ル
チ
ェ
ン
ジ
し
、
藝
大
が
一
日
テ
ー

マ
・
パ
ー
ク
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
。
奏
楽
堂
だ

け
で
な
く
、
上
野
キ
ャ
ン
パ
ス
の
各
所
で
は
、

参
加
し
た
一
〇
〇
〇
名
以
上
の
入
場
者
で
賑
い
、

楽
器
を
作
っ
て
演
奏
し
た
り
、
音
楽
に
関
す
る

ゲ
ー
ム
や
ツ
ア
ー
が
行
わ
れ
る
な
ど
、
様
々
な

音
楽
と
の
出
会
い
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。

◆
藝
大
フ
レ
ン
ズ
加
入
者
状
況

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

賛
助
フ
レ
ン
ズ　
　
　

個
人
一
七
三
名　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
人
五
団
体 

特
別
賛
助
フ
レ
ン
ズ　

個
人
一
六
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　

春
の
名
品
選

　

会
期　

四
月
十
四
日
～
六
月
十
四
日

　

入
場
者
数　

四
万
四
四
七
七
名

皇
女
た
ち
の
信
仰
と
御
所
文
化　

尼
門
跡
寺
院

の
世
界

　

会
期　

四
月
十
四
日
～
六
月
十
四
日

　

入
場
者
数　

六
万
五
三
二
六
名

奏
楽
堂

第
四
回 

奏
楽
堂
企
画
学
内
公
募
演
奏
会

「
怪
談
～
前
衛
音
楽
が
語
る
怪
奇
な
物
語
」

　

開
催
日　

三
月
十
四
日

　

入
場
者
数　

九
一
一
名

東
京
藝
大
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ 

ド
イ
ツ
公
演
記
念
演
奏
会

　

開
催
日　

記
念
演
奏
会
一　

七
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　

記
念
演
奏
会
二　

七
月
三
十
一
日

　

入
場
者
数　

七
二
五
名
、
七
三
六
名




	P1_表紙
	藝大通信19号
	P02
	P03-11
	P12-13
	P14-16
	P17-19
	P20-21
	P22-23

	P24_裏表紙



