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佐
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八
谷
　
ぼ
く
は
現
代
美
術
の
な
か
で
も
「
メ
デ
ィ
ア

ア
ー
ト
」
と
呼
ば
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。
メ
デ
ィ
ア
ア
ー
ト
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
や
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
、
あ
る
い
は
電
子
機
器
と
い
っ
た
も
の

を
使
っ
た
ビ
デ
オ
ア
ー
ト
以
降
の
新
し
い
芸
術
表
現

の
ひ
と
つ
で
す
。
最
近
で
は
、
東
京
都
現
代
美
術
館

の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
が
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
、

「
エ
ア
ボ
ー
ド
」
と
い
う
ジ
ェ
ッ
ト
エ
ン
ジ
ン
を
使
っ

た
作
品
シ
リ
ー
ズ
を
展
示
し
て
き
ま
し
た
。
こ
ち
ら

は
「
マ
シ
ン
ア
ー
ト
」
系
の
も
の
で
、
ほ
か
に
「
ポ

ス
ト
ペ
ッ
ト
」
と
い
う
メ
ー
ル
ソ
フ
ト
や
、「
視
聴
覚

交
換
マ
シ
ン
」
と
い
っ
て
二
人
の
人
間
が
視
覚
を
交

換
す
る
作
品
を
制
作
し
て
き
ま
し
た
。

　
ぼ
く
は
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
し
て
の
活
動
に
入
る
前
、

大
学
を
卒
業
し
て
か
ら
約
七
年
間
社
会
人
と
し
て
働
い

て
い
た
期
間
が
あ
り
ま
す
。「
Ｃ
Ｉ
（
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
）
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
」、
い
わ

ゆ
る
会
社
の
ブ
ラ
ン
ド
イ
メ
ー
ジ
を
つ
く
る
仕
事
だ
っ

た
の
で
す
が
、
じ
つ
は
勤
め
て
い
た
会
社
に
あ
る
日

チ
ェ
ン
バ
ロ
が
や
っ
て
き
た
と
い
う
で
き
ご
と
が
あ
っ

た
ん
で
す
。
チ
ェ
ン
バ
ロ
と
い
う
楽
器
を
ま
じ
ま
じ
と

見
た
の
は
そ
れ
が
初
め
て
で
、
真
四
角
な
形
を
し
て
い

ま
し
た
。

大
塚　

そ
れ
は
珍
し
い
で
す
ね
。
形
が
四
角
だ
っ
た
と

い
う
の
は
、
き
っ
と
「
ヴ
ァ
ー
ジ
ナ
ル
」
タ
イ
プ
の
楽

器
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
藝
大
の
学
生
は
も
う
少

し
時
代
が
後
の
、グ
ラ
ン
ド
ピ
ア
ノ
の
形
に
近
い
、「
フ

リ
ュ
ー
ゲ
ル
型
（
翼
型
）」
の
チ
ェ
ン
バ
ロ
を
お
も
に

弾
い
て
い
ま
す
。

　

チ
ェ
ン
バ
ロ
の
起
源
を
探
し
て
み
る
と
、今
で
も「
ダ

ル
シ
マ
ー
」
や
「
ツ
ィ
ン
バ
ロ
ム
」
と
い
っ
た
、
張
っ

た
弦
を
弾
い
た
り
、
叩
い
た
り
し
て
音
を
出
す
タ
イ
プ

の
楽
器
が
東
欧
に
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
が
日
本
に
く
る

と
、人
間
の
指
に
嵌
め
た
爪
で
弦
を
弾
く「
箏
」に
な
り
、

西
欧
に
伝
わ
る
と
、
鍵
盤
を
押
す
と
木
の
ジ
ャ
ッ
ク
が

動
い
て
そ
こ
に
挟
ま
っ
た
爪
が
弦
を
弾
く
仕
組
み
に

な
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。
史

料
的
に
は
、
チ
ェ
ン
バ
ロ
に
つ
い
て
の
一
番
古
い
記
録

は
た
し
か
一
四
世
紀
の
終
わ
り
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。

　

ぼ
く
が
チ
ェ
ン
バ
ロ
を
は
じ
め
た
き
っ
か
け
は
、
中

学
生
の
頃
に
遡
り
ま
す
。
音
楽
の
先
生
が
、
リ
コ
ー

ダ
ー
を
演
奏
し
、「
ヴ
ァ
ー
ジ
ナ
ル
」
や
「
ス
ピ
ネ
ッ

ト
」
と
い
っ
た
古
い
鍵
盤
楽
器
を
愛
好
す
る
人
だ
っ
た

ん
で
す
。そ
の
先
生
が
、中
学
校
の
音
楽
室
に
そ
う
い
っ

た
楽
器
を
も
っ
て
き
た
こ
と
が
あ
っ
て
、
ピ
ア
ノ
を

や
っ
て
い
た
ぼ
く
も
弾
か
せ
て
も
ら
っ
た
。
そ
し
て
初

め
て
聴
い
た
そ
の
音
色
に
魅
せ
ら
れ
た
の
で
す
。
チ
ェ

ン
バ
ロ
は
、
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
を
す
る
と
き
右
手
は
即
興

で
奏
で
ま
す
。
ピ
ア
ノ
演
奏
の
場
合
は
、
な
に
よ
り
も

楽
譜
を
読
み
音
を
さ
ら
う
こ
と
か
ら
始
ま
る
の
で
す

が
、
チ
ェ
ン
バ
ロ
は
右
手
を
和
音
に
合
わ
せ
て
即
興
的

に
音
を
考
え
て
弾
く
こ
と
が
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
の
基
本
に

な
る
。
そ
う
し
た
奏
法
が
ま
た
楽
し
い
と
思
っ
た
ん
で

す
ね
。
し
か
も
後
に
好
き
に
な
っ
た
ヨ
ハ
ン
・
セ
バ
ス

テ
ィ
ア
ン
・
バ
ッ
ハ
と
い
う
作
曲
家
が
チ
ェ
ン
バ
ロ
曲

を
数
多
く
書
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
次
第
に

の
め
り
こ
ん
で
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

八
谷　

藝
大
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
な
か
に
外
部
か
ら
ゲ
ス

ト
を
招
い
て
行
う
特
別
講
義
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
ぼ

く
も
何
度
か
教
え
に
き
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
同
世

代
の
現
代
美
術
家
の
友
人
に
も
、
藝
大
出
身
者
が
多
い

で
す
ね
。

　

藝
大
と
の
個
人
的
な
か
か
わ
り
で
は
最
近
こ
ん
な
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
。
東
京
音
楽
学
校
（
藝
大
音
楽
学
部

の
前
身
）
で
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
学
ん
で
い
た
ぼ
く
の
義

母
の
従
妹
が
、
留
学
先
の
ウ
ィ
ー
ン
で
亡
く
な
っ
て
い

チ
ェ
ン
バ
ロ
と
の
出
合
い

八 

谷  

和 

彦

美
術
学
部
先
端
芸
術
表
現
科 

准
教
授

第
14
回教

員
は
語
る

作
家
に
必
要
な
持
久
力

八谷和彦「OpenSky M-02」写真 : 米倉裕貴
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大 
塚  

直 

哉

音
楽
学
部
器
楽
科
（
古
楽
）
准
教
授

藝
大
へ
の
期
待
・
抱
負
・
提
言

る
ん
で
す
。
で
も
義
母
は
一
度
も
お
墓
参
り
に
行
っ
た

こ
と
が
な
い
と
い
う
の
で
、
去
年
一
緒
に
お
参
り
し
て

き
た
ん
で
す
。

　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
リ
ン
ツ
で
開
催
さ
れ
た
「
ア
ル
ス

エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
カ
」
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
ア
ー
ト
の
フ
ェ

ス
テ
ィ
バ
ル
に
参
加
し
た
後
、
ウ
ィ
ー
ン
ま
で
足
を
延

ば
し
ま
し
た
。
ウ
ィ
ー
ン
の
中
央
墓
地
と
い
う
の
は
、

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
や
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
、
ヨ
ハ
ン
・
シ
ュ

ト
ラ
ウ
ス
と
い
っ
た
作
曲
家
の
お
墓
が
あ
り
観
光
地
に

な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
隣
り
に
公
園
の
よ
う
な

市
民
墓
地
が
あ
り
ま
す
。
義
母
の
従
妹
の
岩
田
聖
子
さ

ん
は
そ
こ
に
葬
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
留
学
し
て
数
年
後

の
一
九
五
八
年
に
二
九
歳
で
亡
く
な
ら
れ
た
そ
う
で

す
。
戦
後
ま
も
な
く
の
こ
と
で
、
当
時
は
ウ
ィ
ー
ン
へ

行
く
の
に
も
た
い
へ
ん
な
時
代
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

こ
の
お
墓
参
り
が
ぼ
く
と
藝
大
の
と
て
も
不
思
議
な
縁

だ
と
思
い
ま
し
た
。

大
塚　

そ
れ
は
、
と
て
も
不
思
議
な
ご
縁
で
す
ね
。
ぼ

く
の
場
合
、
藝
大
在
学
中
に
オ
ラ
ン
ダ
の
ア
ム
ス
テ
ル

ダ
ム
音
楽
院
で
学
ん
だ
も
の
の
、
藝
大
大
学
院
修
了
後

す
ぐ
に
助
手
と
し
て
残
っ
た
の
で
、
日
本
で
は
ず
っ
と

藝
大
の
お
世
話
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

自
分
が
学
生
の
こ
ろ
と
比
べ
る
と
、
い
ま
は
学
部
生

で
も
積
極
的
に
海
外
へ
行
く
よ
う
で
す
し
、
ず
い
ぶ
ん

し
っ
か
り
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
美
術

も
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
が
、
演
奏
と
い
う
の
は
結
果
が

出
る
ま
で
の
期
間
が
か
な
り
長
い
の
で
す
。
同
じ
こ
と

を
繰
り
返
し
、
そ
れ
を
積
み
上
げ
て
い
か
な
い
と
一
〇

年
後
、
二
〇
年
後
と
い
う
も
の
が
な
い
わ
け
で
す
。
そ

う
い
う
こ
と
を
我
慢
す
る
持
久
力
は
も
っ
と
も
っ
と
必

要
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

　
藝
大
の
音
楽
教
育
シ
ス
テ
ム
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
音
楽

院
の
仕
組
み
に
倣
っ
た
も
の
で
、
学
生
を
入
学
さ
せ
る

と
き
に
と
て
も
厳
し
く
そ
の
才
能
を
判
断
す
る
。
そ
の

結
果
を
経
た
学
生
を
、
責
任
を
持
っ
て
育
て
て
い
く
と

い
う
仕
組
み
な
ん
で
す
ね
。
一
方
、
ぼ
く
が
留
学
し
た

オ
ラ
ン
ダ
で
は
、
可
能
性
の
あ
る
生
徒
は
で
き
る
か
ぎ

り
採
る
よ
う
な
比
較
的
緩
め
の
入
学
試
験
を
す
る
代
わ

り
に
、
一
年
後
の
試
験
で
の
伸
び
具
合
を
見
て
ど
ん
ど

ん
落
と
し
て
い
く
。
そ
し
て
卒
業
試
験
は
か
な
り
シ
ビ

ア
な
審
査
を
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
入
り
口
と
出

口
に
対
す
る
感
覚
が
違
う
こ
と
で
、
学
生
の
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
の
引
き
出
し
方
も
異
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
善
し
悪
し
は
別
に
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ

の
教
育
シ
ス
テ
ム
は
い
ろ
い
ろ
な
側
面
で
現
実
的
、
と

い
う
か
現
場
主
義
的
な
傾
向
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

八
谷
　
ぼ
く
が
ふ
だ
ん
聴
く
音
楽
は
、
知
り
合
い
の
と

い
う
こ
と
が
多
い
で
す
ね
。
た
と
え
ば
友
達
の
ミ
ュ
ー

ジ
シ
ャ
ン
が
ラ
イ
ヴ
ハ
ウ
ス
で
演
奏
を
し
て
、
そ
の
と

き
に
一
緒
に
出
た
人
の
Ｃ
Ｄ
を
買
っ
た
り
、
ラ
イ
ヴ
を

聴
き
に
行
っ
た
り
と
い
う
よ
う
に
つ
な
が
っ
て
い
く
わ

け
で
す
。
プ
レ
ー
ヤ
ー
と
し
て
は
、
基
本
的
に
現
代
の

日
本
に
住
ん
で
い
る
人
た
ち
、
同
世
代
の
人
た
ち
な
ん

で
す
け
れ
ど
も
、
い
わ
ゆ
る
メ
ジ
ャ
ー
と
呼
ば
れ
る

ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
と
は
か
ぎ
り
ま
せ
ん
。

　

と
こ
ろ
で
大
塚
先
生
の
出
さ
れ
た
こ
の
コ
ン
パ
ク

ト
・
デ
ィ
ス
ク
は
普
通
の
も
の
に
比
べ
て
、
か
な
り
広

い
周
波
数
ま
で
録
音
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
こ
の
形
式

（
Ｄ
Ｓ
Ｄ
／
ダ
イ
レ
ク
ト
ス
ト
リ
ー
ム
デ
ジ
タ
ル
）
に

さ
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
な
ぜ
そ
ん
な
こ
と

を
聞
く
か
と
い
い
ま
す
と
、
チ
ェ
ン
バ
ロ
の
音
を
初
め

て
Ｃ
Ｄ
で
聴
い
た
と
き
に
、
録
音
と
ラ
イ
ヴ
と
で
は
ず

い
ぶ
ん
印
象
が
変
わ
る
楽
器
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象

を
も
っ
た
か
ら
な
ん
で
す
。

大
塚　

ま
さ
に
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
ね
。
生
演
奏

と
録
音
の
差
が
か
な
り
大
き
い
楽
器
の
ひ
と
つ
で
、
マ

イ
ク
に
も
の
り
に
く
い
と
言
わ
れ
ま
す
。
形
も
左
右
対

称
じ
ゃ
な
い
で
す
し
、
響
き
が
豊
か
な
楽
器
の
特
性
を

録
音
で
う
ま
く
捕
ま
え
る
の
は
難
し
い
よ
う
で
す
。
響

聴
こ
え
な
い
音
が
生
み
だ
す
世
界

「クラヴィス ～鍵～」大塚直哉（クラヴィコード／チェンバロ／オルガン）
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八
谷
和
彦（
は
ち
や
・
か
ず
ひ
こ
）

美
術
学
部
先
端
芸
術
表
現
科
―
―
准
教
授

一
九
六
六
年
佐
賀
市
生
ま
れ
。
九
州
芸
術
工
科
大
学（
現
九
州
大
学
芸
術

工
学
部
）画
像
設
計
学
科
卒
業
。
個
人
Ｔ
Ｖ
放
送
局
ユ
ニ
ッ
ト 

「
Ｓ
Ｍ
Ｔ

Ｖ
」、
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
会
社
勤
務
を
経
て
現
在
に
至
る
。

作
品
に《
視
聴
覚
交
換
マ
シ
ン
》や《
見
る
こ
と
は
信
じ
る
こ
と
》な
ど
の
特

殊
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ツ
ー
ル
・
シ
リ
ー
ズ
、
ジ
ェ
ッ
ト
・
エ
ン
ジ

ン
付
き
ス
ケ
ー
ト
・
ボ
ー
ド《
エ
ア
ボ
ー
ド
》や
パ
ー
ソ
ナ
ル
フ
ラ
イ
ト
シ

ス
テ
ム《
オ
ー
プ
ン
ス
カ
イ
》な
ど
。
メ
ー
ル
ソ
フ
ト《
ポ
ス
ト
ペ
ッ
ト
》の 

開
発
者
で
あ
り
、
ポ
ス
ト
ペ
ッ
ト
関
連
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
開
発
と
デ
ィ
レ

ク
シ
ョ
ン
を
行
う
会
社「
ペ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ス
」の
設
立
者
で
も
あ
る
。

主
な
個
展
に「
見
る
こ
と
は
信
じ
る
こ
と
」（
広
島
市
現
代
美
術
館
・

一
九
九
六
）、「O

pen Sky 

八
谷
和
彦
展
─
ポ
ス
ト
ペ
ッ
ト
か
ら
メ
ー

ヴ
ェ
ま
で
」（
熊
本
市
現
代
美
術
館
・
二
〇
〇
三
）、「
八
谷
和
彦
─

O
penSky 2.0

」（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
イ
ン
タ
ー
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
セ
ン

タ
ー 

・
二
〇
〇
六
）、「
魔
法
か
も
し
れ
な
い
。」（
日
本
科
学
未
来
館
・

二
〇
〇
八
）ほ
か
が
あ
る
。
二
〇
一
〇
年
よ
り
現
職
。

大
塚
直
哉（
お
お
つ
か
・
な
お
や
）

音
楽
学
部
器
楽
科（
古
楽
）―
―
准
教
授

東
京
藝
術
大
学
音
楽
学
部
楽
理
科
を
経
て
同
大
大
学
院
音
楽
研
究
科
博
士

後
期
課
程
音
楽
専
攻
鍵
盤
楽
器（
チ
ェ
ン
バ
ロ
）修
了
。
ア
ム
ス
テ
ル
ダ

ム
・
ス
ウ
ェ
ー
リ
ン
ク
音
楽
院
チ
ェ
ン
バ
ロ
科
及
び
オ
ル
ガ
ン
科
卒
業
。

ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
郊
外
の
聖
ウ
ル
バ
ヌ
ス
教
会
の
オ
ル
ガ
ニ
ス
ト
を
務
め

た
ほ
か
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
演
奏
活
動
を
行
う
。
一
九
九
九
年
暮
れ
よ

り
東
京
に
拠
点
を
移
し
、「
ア
ン
サ
ン
ブ
ル 

コ
ル
デ
ィ
エ
」「
バ
ッ
ハ
・
コ

レ
ギ
ウ
ム
・
ジ
ャ
パ
ン
」な
ど
の
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
に
お
け
る
通
奏
低
音
奏

者
と
し
て
、
ま
た
チ
ェ
ン
バ
ロ
、
オ
ル
ガ
ン
、
ク
ラ
ヴ
ィ
コ
ー
ド
の
ソ
リ

ス
ト
と
し
て
活
躍
。

東
京
藝
術
大
学
、
神
戸
松
蔭
女
子
学
院
大
学
、
国
立
音
楽
大
学
お
よ
び
彩

の
国
さ
い
た
ま
芸
術
劇
場
オ
ル
ガ
ン
講
座
、
姫
路
パ
ル
ナ
ソ
ス
ホ
ー
ル

チ
ェ
ン
バ
ロ
講
座
講
師
。「
ア
ン
サ
ン
ブ
ル 

コ
ル
デ
ィ
エ
」音
楽
監
督
、
宮

崎
県
立
芸
術
劇
場
オ
ル
ガ
ン
事
業
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ザ
ー
、
台
東
区
旧
奏
楽
堂

事
業
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ザ
ー
。
二
〇
一
〇
年
よ
り
現
職
。

き
を
追
い
す
ぎ
る
と
、
べ
た
べ
た
な
響
き
に
な
っ
て
し

ま
う
の
で
し
ょ
う
。
コ
ン
パ
ク
ト
・
デ
ィ
ス
ク
を
ひ
と

つ
の
作
品
と
し
て
仕
上
げ
よ
う
と
す
る
と
き
、
シ
ャ
ー

プ
さ
や
ク
リ
ア
さ
を
求
め
る
か
、
あ
る
い
は
チ
ェ
ン
バ

ロ
の
音
色
が
本
来
も
っ
て
い
る
温
か
さ
や
オ
リ
ジ
ナ
ル

に
対
す
る
忠
実
さ
を
求
め
る
か
で
、
だ
い
ぶ
印
象
が
変

わ
っ
て
く
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

八
谷　

以
前
、
ガ
ム
ラ
ン
の
生
演
奏
を
聞
い
た
と
き
感

動
し
て
涙
が
出
た
と
い
う
経
験
が
あ
る
ん
で
す
。
当
時

「
日
本
バ
ー
チ
ャ
ル
リ
ア
リ
テ
ィ
学
会
」
と
い
う
と
こ

ろ
に
所
属
し
て
い
て
、
そ
こ
の
学
会
員
で
あ
る
大
橋
力

（
山
城
祥
二
）
先
生
が
、「
芸
能
山
城
組
」
と
い
う
ガ
ム

ラ
ン
の
演
奏
集
団
を
主
宰
さ
れ
て
い
た
ん
で
す
。
大
橋

先
生
の
研
究
の
一
環
と
し
て
ガ
ム
ラ
ン
を
聴
か
せ
て
い

た
だ
い
た
の
で
す
が
、
周
波
数
の
関
係
上
、
録
音
で
は

カ
ッ
ト
さ
れ
て
し
ま
う
レ
ヴ
ェ
ル
の
音
が
あ
る
こ
と
を

知
り
ま
し
た
。
た
し
か
に
耳
に
は
聴
こ
え
な
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
に
は
す
ご
く
影
響
を
与
え

て
い
る
こ
と
を
自
分
で
も
実
感
で
き
た
ん
で
す
。

　

そ
れ
以
来
、
人
間
の
可
聴
域
を
超
え
る
よ
う
な
音
を

出
す
作
品
を
つ
く
り
た
い
と
思
い
、
一
九
九
七
年
こ
ろ

か
ら
ジ
ェ
ッ
ト
エ
ン
ジ
ン
を
使
っ
た
作
品
を
つ
く
り
始

め
ま
し
た
。
最
初
、
参
考
に
模
型
用
の
小
型
の
ジ
ェ
ッ

ト
エ
ン
ジ
ン
を
見
に
い
っ
た
ら
、
始
動
す
る
と
き
は
音

が
聴
こ
え
て
い
る
の
に
、
ど
ん
ど
ん
音
が
聴
こ
え
な
く

な
っ
て
い
く
。
展
覧
会
と
い
う
の
は
生
の
体
験
を
観
客

に
提
供
で
き
る
場
所
で
も
あ
る
の
で
、
そ
こ
で
動
作
す

る
ジ
ェ
ッ
ト
エ
ン
ジ
ン
を
見
せ
れ
ば
お
も
し
ろ
い
の
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
以
来
ジ
ェ
ッ
ト
エ
ン

ジ
ン
を
使
っ
た
作
品
を
継
続
し
て
い
ま
す
。

八
谷
　
ぼ
く
が
藝
大
に
招
か
れ
た
理
由
の
ひ
と
つ
に
、

社
会
人
と
し
て
の
経
験
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
と

自
分
な
り
に
捉
え
て
い
ま
す
。
藝
大
を
卒
業
し
て
も
、

全
員
が
プ
ロ
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
な
れ
る
わ
け
で
は
な

い
に
せ
よ
、
こ
こ
で
学
ん
だ
ス
キ
ル
は
、
一
般
の
会
社

や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
よ
う
な
組
織
に
入
っ
て
も
生
か
せ
る
部
分

が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
そ
の
う
え
で
、
マ
ー
ケ
テ
ィ

ン
グ
の
基
礎
や
企
業
の
あ
り
方
と
い
っ
た
こ
と
を
あ
る

程
度
知
っ
て
お
く
の
は
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
し
て
社
会

で
活
動
す
る
と
き
に
有
利
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
た
と
え
ば
「
ア
ン
ト
レ
プ
レ
ナ
ー
シ
ッ
プ
（
起
業
家

精
神
）」
の
よ
う
な
も
の
は
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
心
情

と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
と
思
う
ん
で
す
ね
。
ア
ー
ト
で

も
、
世
界
を
変
え
て
や
ろ
う
と
い
う
志
が
あ
る
人
の
ほ

う
が
、
成
功
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
学
生
に
起

業
し
な
さ
い
と
勧
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す

が
、
学
校
で
習
っ
た
ス
キ
ル
が
社
会
に
出
た
ら
役
に
立

た
な
い
な
ど
と
は
思
わ
な
い
で
ほ
し
い
。
学
生
の
う
ち

は
ど
う
し
て
も
、
将
来
の
不
安
が
あ
る
の
は
た
し
か
で

し
ょ
う
。
で
も
い
ま
先
生
か
ら
教
わ
っ
た
り
、
日
々
作

品
を
創
る
と
い
う
行
為
は
、
君
た
ち
の
人
生
に
と
っ
て

い
つ
か
役
に
立
つ
こ
と
な
ん
だ
と
わ
か
っ
て
も
ら
え
る

よ
う
な
授
業
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

大
塚　

い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
音
楽
家
と
し
て
、
人
間
と

し
て
の
「
基
礎
体
力
」
が
高
い
と
い
う
こ
と
は
、
音
楽

家
と
し
て
長
続
き
す
る
う
え
で
非
常
に
重
要
な
こ
と
な

の
で
は
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　
何
が
音
楽
家
の
「
基
礎
」
な
の
か
と
い
う
こ
と
は
難

し
い
問
題
で
す
。
音
楽
家
と
し
て
の
「
基
礎
体
力
」
の

な
か
に
は
も
ち
ろ
ん
演
奏
技
術
が
高
い
こ
と
と
か
理
論

的･

知
的
な
作
品
の
把
握
力
が
高
い
こ
と
な
ど
も
含
ま

れ
る
で
し
ょ
う
が
、そ
れ
に
加
え
て
じ
つ
は
「
勘
の
よ
さ
」

と
い
う
の
も
あ
る
よ
う
な
気
が
し
て
し
よ
う
が
な
い
の

で
す
。「
空
気
を
読
む
」
と
い
う
と
あ
ま
り
に
も
下
世
話

な
感
じ
が
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
作
品
に
対
し
て
、

ア
ン
サ
ン
ブ
ル
仲
間
に
対
し
て
、
聴
衆
に
対
し
て
、
目

に
見
え
な
い
も
の
や
説
明
で
き
な
い
こ
と
を
つ
か
む
感

覚
の
鋭
い
学
生
が
い
る
も
の
な
ん
で
す
。
そ
う
い
う
才

能
を
う
ま
く
見
つ
け
て
育
て
て
い
く
こ
と
が
僕
ら
の
大

事
な
役
割
で
す
し
、
ま
た
そ
れ
ら
を
磨
い
て
い
く
メ
ソ
ッ

ド
と
い
う
の
が
伝
統
的
に
日
本
に
は
あ
る
の
で
、
そ
こ

か
ら
も
多
く
を
学
べ
る
よ
う
な
気
が
し
て
い
ま
す
。

　
ぼ
く
が
取
り
組
ん
で
い
る
古
楽
と
い
う
の
は
も
と
も

と
、
自
分
が
時
代
を
共
有
し
て
い
な
い
音
楽
に
対
し
て

も
っ
と
謙
虚
に
接
し
て
み
よ
う
と
い
う
、演
奏
家
の「
姿

勢
」
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ

れ
は
ど
の
時
代
に
も
応
用
が
可
能
で
、
こ
う
い
っ
た
古

楽
的
な
発
想
や
演
奏
法
は
、
も
し
か
し
た
ら
こ
れ
か
ら

の
音
楽
家
と
し
て
の
基
本
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
く
の

で
は
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
つ
ま
り
演
奏
家
と
し
て

の
自
分
の
身
の
丈
に
作
品
を
合
わ
せ
る
の
で
は
な
く
、

ま
ず
は
自
分
の
ほ
う
か
ら
過
去
の
作
品
に
近
寄
っ
て
い

こ
う
と
す
る
姿
勢
と
い
え
る
で
し
ょ
う
か
。
こ
う
い
っ

た
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
一
見
後
ろ
向
き
に
見
え
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
じ
つ
は
新
し
い
も
の
を
生
み
出
す
力
を

秘
め
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
あ
り
方
と
社
会
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藝大の在校生・卒業生は、
公募展やコンクールで栄誉ある賞を受賞し、
また各分野の最前線で活躍している。
若き才能がふだんの努力とさらなる意欲を語る。

ぼくは高校（東京学館総合技術高等学
校。現・東京学館船橋高等学校）のとき
から工芸科に通っていました。工芸科に
進んだのはじつはたまたまで、当時その
高校に普通科がなかったからなんです。
そもそもバレーボール部が強い学校だっ
たのが進学の理由で、バレー部では「春
高（全国高等学校バレーボール選抜優勝
大会）」やインターハイにも出場し、キャ
プテンも務めました。

もともと図工は好きだったものの、「工
芸」のイメージというと、陶芸や木工の
イメージしかありませんでした。工芸科
で学ぶうちに金属という素材に魅力を感
じるようになり、高校の卒業制作では金
工を選びました。金属は磨くことによっ
て、ピカピカにもザラザラにも加工する
ことができる。また溶かしたり、叩いた
り、削ったり表現に幅があって、ガラス
や土よりも惹かれるものがありました。
高校 3 年生の夏、バレー部がインター

ハイで負けて進路に迷っていたとき、藝
大を卒業した工芸科の先生方に、藝大進
学を薦められました。入学を果たせて、
その高校を卒業した初の藝大生になった
ときは、先生方も自分のことのように喜
んでくれました。

藝大での 4 年間はとても充実していま
した。創作に集中する環境や設備が整って
いるうえに、先生方も学生と同じ空間にい
てくださるので、迷ったときはすぐ相談に
のってもらえる。きっと工芸の世界ならで
はの、背中を見て学べ、技術は盗むもので
あるという技術継承の伝統を引き継ぐも
のなのでしょう。藝大での学生生活をとお
して、新しいものを追おうとして壁にぶち
あたったときは、考えこまず、手で作業を
しながら糸口をつかむものだということ
を学ぶこともできました。

今回優秀賞を受賞した「日本ジュエ
リーアート展」は、第 26 回という数字
が物語るように、とても歴史のある公募

展なんです。ぼくは当初「アンダー 26」
という年齢制限がある部門に応募したの
に、一般部門で優秀賞をいただいたのは
大きな驚きでした。

ぼくは金属を使ってオブジェをつくる
こともありますが、いまはジュエリーが
中心です。ジュエリーのよさは、身につ
けて、外にも持って出かけられるという
点です。そして、部屋に置いて、小さな
彫刻として鑑賞することもできる。ぼく
の作品は「動くジュエリー」というのが
特徴で、受賞作もジュエリーの一部が動
いて形が変わるんです。手に持って遊
び、動かして楽しむ、変身のおもしろさ。
モチーフの根底には、子どものころに見
ていたロボットアニメや戦隊もののヒー
ローがあるかもしれません。

思いもよらぬ動きに “ワクワク” する
感じや変化する驚きを、ぼくと共有して
もらえる作品をつくり続けていきたいで
すね。

寺 嶋 孝 佳
◆美術学部工芸科（彫金）４年

第 26 回 2010 日本ジュエリーアート展 優秀賞

てらじま・たかよし 
1986年千葉県生まれ。2007年東京藝術大学工芸科入学。2009年「第10回全日本金銀創作展」で全国伝産金工組
合協議会会長賞を受賞。2010年に「2010日本ジュエリーアート展」で優秀賞を受賞。

受賞学 生インタビュー　第 5 回

Interview with 
the Brilliant Students

寺嶋孝佳「Transforms」
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実家に古いリードオルガンがあって、
幼稚園のころから簡単な即興演奏を家族
に聴かせたりしていました。小学校に上
がってからも、楽譜にはうまく書けな
くても和音からメロディーをつくるよ
うなことはずっと続けていました。中
学 1 年生のとある日、なんとなくテレ
ビを観ていた時に X JAPAN の「Forever 
Love」が流れていて、その音楽にこれ
まで感じたことがない全身がゾクゾクす
るような感動を受け、目覚めてしまった
んです。音楽は凄いな。こんなことがで
きるのなら作曲家になりたいと突き動か
されました。それから X JAPAN の曲を
耳で覚えて弾いたり、パソコンの DTM

（デスクトップミュージック）を使って
作曲をしたり、合唱部に入ってさらに音
楽に触れるようにもなりました。

藝大に進もうと思ったのは、クラシッ
クをあまり知らないのがコンプレック
スでしたし、ポピュラー音楽にばかり
触れていると、どうしてもその枠の中に
はまってしまうと危惧したからです。X 
JAPAN のリーダーの YOSHIKI もその

ころ好きだった坂本龍一も、クラシック
音楽をルーツにしている。将来どんな音
楽の分野へ行くにせよ、クラシックを学
んで自分の音楽性を深め広げたいと思い
ました。

藝大では、芸術に対してさまざまな価
値観をもって日々闘っている仲間からい
ろいろな刺激を受けて過ごせたというこ
とが、一番の思い出でもあり収穫でした。
また、作曲家は演奏家というフィルター
を通して内なる音楽を “表出” するわけ
ですから、レヴェルの高い奏者が集まる
藝大では、演奏家から多くの学びを得る
ことができました。

第 79 回日本音楽コンクール作曲部門
第 1 位を受賞した《打楽器独奏とオー
ケストラの為の「響奏」》は、木質・膜
質のさまざまな打楽器をソリストが独奏
し、オーケストラと時間を共生し響きを
奏でていく曲です。作曲した当時は「間」
の緊張や響きの空間性（余白）のような
ものに強く惹かれていて、それを打楽器
独奏とオーケストラという形態で具現化
できたら何か面白い音楽が生まれるかも

しれない、と思いました。歴史的にはあ
まり書かれていない編成でしたが、作曲
する時は自分自身が新鮮でないと嫌です
し、未知なるものをつかまえてみたいと
いう気持ちが強かったですね。音楽はあ
る意味時間を束縛する芸術ですから、緊
張感の途切れない切りつめた時間をつく
り上げたいという一心で、作曲に臨みま
した。歴史あるコンクールでの第1位は、
嬉しさと同時に “妙な” 気持ちが湧き起
こりました。未熟な自分がこういう立場
になっているのが不思議で、教育実習で
母校に行った時の心境とまるで同じ。こ
れからも地道に音楽・人と向き合い、学
んでいこうと思いました。

最近は、例えばブータンの仏教音楽や、
地声で歌われる土俗的な民謡など、西洋
音楽のように淘汰されていない生々しい
音楽のほうに心が惹かれます。それが作
品の創作にどうかかわってくるかは未知
数ですが、自分にとっての真実と対峙し
続け、そうして生まれた作品が誰かを豊
かにすることに繋がっていけたら、それ
が私にとって一番の幸せです。

三 宅 悠 太
◆大学院音楽研究科修士課程作曲専攻 2 年

第 79 回日本音楽コンクール作曲部門第 1 位

みやけ・ゆうた
1983年東京生まれ。2001年国土交通省ＣＭ音楽公募において優秀賞受賞、翌年ＴＶ・ラジオ放送。2005年第16
回奏楽堂日本歌曲コンクール作曲部門第1位入賞。2010年第79回日本音楽コンクール作曲部門（オーケストラ作
品）第1位入賞、併せて明治安田賞および岩谷賞（聴衆賞）受賞。東京藝術大学音楽学部作曲科をアカンサス音楽賞
および同声会賞を受賞して卒業後、現在、同大学院音楽研究科修士課程作曲専攻在学中。現代音楽をはじめ、舞台
音楽、合唱・吹奏楽の作編曲、合唱指揮・指導などにも力を注いでいる。聖心女子大学教育学研究室授業助手。朗
読表現団体《声の会》専属舞台作曲家。

Interview with 
the Brilliant Students

三宅悠太作曲《打楽器独奏とオーケストラの為の「響奏」》楽譜
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関西大学に通っていたころから、学外
にサークルをつくり、自主映画を撮り始
めました。ぼくは奈良県の出身で、高校
時代は野球部に所属。自主映画サークル
は、野球部の仲間に呼びかけてぼくが立
ち上げたものです。

映画が好きになったきっかけは、小学
校を卒業したてのころに友達と「トイ・
ストーリー」を観にいったことでした。
親に伴われずに映画館で映画を観たのは
それが初めてのことで、以来映画には
まってしまいました。家の近くには映画
館がなかったので大阪まで出かけて、単
館系の映画にも足を運びました。洋画よ
りも邦画が好きで、高校生のころにはも
う将来は映画の仕事に就きたいと思い始
めていましたね。

ぼくは井筒和幸監督の映画が好きで、
「岸和田少年愚連隊」（1996 年）は何回
も観ました。井筒監督作品のよさは、土
着のもつリアルさがとてもよく表現され
ているところです。笑いを得るために多

少大袈裟に写しても、リアルであるとい
うことを絶対に崩さない。「パッチギ！」

（2004 年）でもそうです。
大学時代には自主制作映画を 5 本つ

くりましたが、監督と脚本、撮影、編
集をぼくひとりが兼ねていました。藝
大大学院映像研究科の創設（2005 年）
を知ったのは大学在学中で、卒業後に
進もうと思ったのは自然ななりゆきで
した。7 つに分かれた専門領域から編
集領域を選んだのは、自主制作映画を
つくる作業のなかで編集がいちばん楽
しかったからです。

映画における編集の仕事は、撮影現場
で監督を含めたスタッフがつくってきた
上映時間の 3 ～ 5 倍ある映像を、最終
的に上映する形に仕上げる役割を果たし
ます。ナマの素材に触れられるのはとて
もやりがいがあることですし、大きな責
任も負います。監督の意図とすりあわせ
るディスカッションは連日にわたり、編
集の立場から、現場の人間では気づいて

いないアイディアを提案していく。制作
スタッフのなかで、映像がもっている力
を客観的に見られるのは編集のぼくだけ
ですから、その誤差を埋めることがディ
スカッションの中心になります。「イエ
ローキッド」で真利子監督といちばん議
論したのは、「間」のつくり方でした。カッ
ト尺の長さやテンポの置き方は映画を感
じるときに大変重要な部分ですから、徹
底的に話し合いましたね。

映画編集者として憧れているのは鍋島
惇さんです。山本薩夫監督の文芸大作か
ら日活ロマンポルノまで幅広く手掛けた
方で、ドキュメント映画の傑作「ゆき
ゆきて、神軍」（原一男監督・1987 年）
は編集の力というものをまざまざと感じ
させてくれる作品でした。
「イエローキッド」は、世界各地の国

際映画祭に招待され、劇場公開もされま
した。これからも刺激的な素材と出合
い、おもしろい映画をつくっていきたい
と思っています。

平 田 竜 馬
◆大学院映像研究科修士課程映画専攻修了

2009 年バンクーバー国際映画祭招待／ 2010 年ロッテルダム国際映画祭招待
「イエローキッド」

ひらた・りょうま
1984年奈良県生まれ。2007年関西大学商学部卒業。2009年東京藝術大学大学院映像研究科修士課程映画専攻（映
像制作技術・編集領域）修了。2010年大学院映像研究科映画専攻編集領域の教育研究助手を務めるとともに、フリー
の映像編集者として活躍。編集作品に「ラッシュライフ」、「イエローキッド」、「よるのくちぶえ」などがある。「イエ
ローキッド」（2009年・真利子哲也監督）は、2009年バンクーバー国際映画祭、2010年ロッテルダム国際映画祭、
2010年香港映画祭コンペ部門の招待作品となった。

「イエローキッド」より
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九
月
十
六
日
か
ら
二
十
日
ま
で
、
横
浜
キ
ャ
ン
パ

ス
馬
車
道
校
舎
に
お
い
て
、
大
学
院
映
像
研
究
科
三

専
攻
に
よ
る「
オ
ー
プ
ン
シ
ア
タ
ー 2010

」が
開
催

さ
れ
た
。

　

横
浜
市
と
の
共
催
で
文
化
芸
術
創
造
都
市
づ
く
り
の

推
進
事
業
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
本
イ
ベ
ン
ト
は
、
例

年
、
映
画
専
攻
単
独
で
開
催
さ
れ
て
き
た
が
、
今
回
よ

り
三
専
攻
そ
ろ
っ
て
の
初
の
上
映
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
開

催
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
会
場
で
は
、
映
画
専
攻
及
び

メ
デ
ィ
ア
映
像
専
攻
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
作
品
群
か
ら

の
セ
レ
ク
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
専
攻

か
ら
は
第
一
期
生
修
了
作
品
お
よ
び
第
二
期
生
の
一
年

次
作
品
が
上
映
さ
れ
た
。
ま
た
、
上
映
に
あ
わ
せ
、
映

像
研
究
科
教
員
と
修
了
生
に
よ
る
ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
も

開
催
さ
れ
た
。

◎
映
画
専
攻

　

八
月
三
日
か
ら
六
日
ま
で
、箱
根
の
強
羅
静
雲
荘（
文

部
科
学
省
共
済
組
合
宿
泊
所
）
に
て
、
韓
国
映
画
ア
カ

デ
ミ
ー（K

A
FA

）と
映
画
専
攻
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー・

コ
ー
ス
学
生
ら
に
よ
る「
日
韓
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー・ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
」
が
合
宿
形
式
で
行
わ
れ
た
。

　

平
成
十
九
年
よ
り
始
ま
っ
た
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

は
、
今
後
増
大
が
見
込
ま
れ
る
映
画
の
国
際
共
同
制
作

に
関
す
る
実
践
的
な
教
育
を
行
う
こ
と
、
日
本
映
画
の

2 1

1オープンシアター 2010
3専攻そろっての初の上映イベント

2日韓プロデューサー・ワークショップ
映画専攻

3 電通コンテンツ産業寄附講座
『ノルウェイの森』の世界観
メディア映像専攻

オ
ー
プ
ン
シ
ア
タ
ー 2010

Topics of 

Film and
New Media
2010 .08 -2011 .01

映
旬

日
韓
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
・

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
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将
来
に
と
っ
て
重
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
日
韓
共
同
制
作

の
人
脈
の
形
成
を
図
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
し
て
お

り
、日
本
と
韓
国
の
合
宿
地
で
交
互
に
開
催
し
て
い
る
。

四
回
目
と
な
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
集
中
講
義
、

日
韓
合
作
短
編
の
企
画
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
、
実
作
の

素
材
を
用
い
た
編
集
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
が
行
わ

れ
、
参
加
し
た
学
生
た
ち
に
と
っ
て
見
識
と
交
流
を
よ

り
一
層
深
め
る
機
会
と
な
っ
た
。

◎
メ
デ
ィ
ア
映
像
専
攻

　

港
区
の
電
通
本
社
ビ
ル
内
電
通
ホ
ー
ル
に
て
十
一
月

二
十
九
日
、
電
通
コ
ン
テ
ン
ツ
産
業
寄
附
講
座「
『
ノ

ル
ウ
ェ
イ
の
森
』の
世
界
観
」が
開
催
さ
れ
た
。

　

こ
の
寄
附
講
座
は
、
五
年
前
か
ら
協
定
を
結
ん
だ
電

通
と
大
学
院
映
像
研
究
科
の
産
学
連
携
事
業
の
ひ
と
つ

で
、
電
通「D

esign

ト
ー
ク
」と
の
共
同
企
画
シ
リ
ー

ズ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

本
講
座
は
、
十
二
月
十
一
日
に
公
開
す
る『
ノ
ル

ウ
ェ
イ
の
森
』の
特
別
試
写
と
、
こ
の
映
画
の
監
督
で

あ
る
ト
ラ
ン
・
ア
ン
・
ユ
ン
氏
を
ゲ
ス
ト
に
迎
え
て
、

桂
英
史
教
授
と
の
ト
ー
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
た
。

会
場
か
ら
の
質
問
も
交
え
て
、
監
督
本
人
か
ら
直
接
お

話
を
伺
え
る
貴
重
な
機
会
と
な
っ
た
。

◎
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
専
攻

　

八
月
七
日
か
ら
十
一
日
ま
で
、
広
島
県
広
島
市
の
ア

34

4 第13回広島国際アニメーション
フェスティバル
アニメーション専攻

5藝大アーツ イン 東京丸の内
「藝大アニメーション・音・ステージ」

アニメーション専攻

電
通
コ
ン
テ
ン
ツ
産
業
寄
附
講
座

『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』の
世
界
観

第
十
三
回
広
島
国
際

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

ス
テ
ー
ル
プ
ラ
ザ
に
お
い
て
、
第
十
三
回
広
島
国
際
ア

ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
が
開
催
さ
れ
、
ア
ニ

メ
ー
シ
ョ
ン
専
攻
第
一
期
生
の
修
了
作
品
十
一
本
と
第

二
期
生
が
一
年
次
に
制
作
し
た
作
品
十
一
本
が
出
品
さ

れ
、
う
ち
三
本
が
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
に
入
選
し
、
三

本
が
優
秀
作
品
と
し
て
上
映
さ
れ
た
。

　

会
場
内
の
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ナ
ル・フ
ィ
ル
ム・マ
ー

ケ
ッ
ト
で
は
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
専
攻
の
ブ
ー
ス
出
展

を
行
う
と
と
も
に
、
学
生
セ
ミ
ナ
ー
と
し
て
、
山
村
浩

二
教
授
に
よ
る
講
演「
学
校
で
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
学

ぶ
こ
と
と
は
―
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
教
育
機

関
」を
開
催
し
、
好
評
を
博
し
た
。

　

十
月
二
十
六
日
、
千
代
田
区
の
丸
ビ
ル
で
開
催
さ
れ

た
「
藝
大
ア
ー
ツ 

イ
ン 

東
京
丸
の
内
」
に
て
、
ア
ニ

メ
ー
シ
ョ
ン
専
攻
に
よ
る
「
藝
大
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
・

音
・
ス
テ
ー
ジ
」
が
実
施
さ
れ
た
。

　

舞
台
上
で
生
の
音
楽
や
セ
リ
フ
を
上
演
し
な
が
ら
、

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
見
る
と
い
う
、
ふ
だ
ん
と
は
異
な

る
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
新
し
い
楽
し
み
方
を
実
現
し
た

こ
の
ス
テ
ー
ジ
で
は
、ウ
ィ
ン
ザ
ー・マ
ッ
ケ
イ
の
「
恐

竜
ガ
ー
テ
ィ
」
を
は
じ
め
、
当
専
攻
修
了
生
と
デ
ザ
イ

ン
専
攻
修
了
生
の
作
品
を
含
む
計
五
作
品
を
上
演
。
ピ

ア
ノ
や
打
楽
器
の
演
奏
の
ほ
か
、
尺
八
、三
味
線
や
長

唄
と
い
っ
た
邦
楽
の
演
奏
と
の
組
み
合
わ
せ
な
ど
、
ア

ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
音
楽
の
ユ
ニ
ー
ク
な
コ
ラ
ボ
レ
ー

シ
ョ
ン
が
繰
り
広
げ
ら
れ
観
客
を
魅
了
し
た
。

5藝
大
ア
ー
ツ 

イ
ン 

東
京
丸
の
内

「
藝
大
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
音
・

  

ス
テ
ー
ジ
」
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1GTS（藝大・台東・墨田）観光アートプロジェクト

「こよみのよぶね」

路上でのワークショップ 「隅田川Art Bridge展」

Topics of 

Fine Arts

2010 .08 -2011 .01

美
旬
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「Memorial Rebirth」

GTSのロゴ 「マケット・プランニング展」「東京スカイツリー®を描く絵画展」

　

本
学
と
台
東
区
、
墨
田
区
の
共
催
に
よ
る
地
域
連
携

事
業
「
Ｇ
Ｔ
Ｓ
観
光
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
、
十

月
か
ら
十
一
月
に
か
け
隅
田
川
を
挟
み
浅
草
の
東
本
願

寺
か
ら
東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
®
を
結
ぶ
地
域
を
舞
台
に

開
催
さ
れ
た
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
国
際
ア
ー
ト
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
ア
ー
ト
環
境
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
二
つ
の

事
業
を
軸
と
し
て
構
成
さ
れ
、
国
際
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
で
は
「
隅
田
川 A

rt Bridge2010

」
と
し
て
、

前
記
の
地
域
に
展
覧
会
場
を
点
在
さ
せ
、
本
学
の
専
攻

分
野
を
超
え
た
複
合
チ
ー
ム
に
よ
り
、
地
域
住
民
の
参

加
に
よ
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
外
国
の
協
定
大
学
お
よ

び
関
連
芸
術
機
関
と
連
携
し
た
展
覧
会
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
企
画
内
容
で
実
施
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
ア
ー
ト
環
境
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
東
京
ス
カ

イ
ツ
リ
ー
の
ビ
ュ
ー
ポ
イ
ン
ト
に
設
置
す
る
環
境
ア
ー

ト
作
品
の
制
作
に
先
立
ち
、模
型
に
よ
る
「
マ
ケ
ッ
ト・

プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
展
」
が
開
催
さ
れ
た
。
そ
の
ほ
か
に
、

小
中
学
生
を
対
象
と
し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
と
区
民
か

ら
募
集
し
た
作
品
に
よ
る
「
東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
を
描

く
絵
画
展
」
お
よ
び
東
本
願
寺
な
ど
を
会
場
と
し
て
四

つ
の
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
が
実
施
さ
れ
た
。

1Ｇ 

Ｔ
Ｓ（
藝
大
・
台
東
・
墨
田
）

観
光
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
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十
一
月
三
日
か
ら
二
十
日
ま
で
、
イ
タ
リ
ア
文
化
会

館
に
お
い
て
、
世
界
遺
産
ガ
ッ
ラ
・
プ
ラ
チ
デ
ィ
ア
廟

モ
ザ
イ
ク
壁
画
の
現
状
調
査
と
修
復
事
業
の
研
究
成
果

を
展
覧
会
と
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
発
表
し
た
。

　

本
研
究
は
、
本
学
壁
画
研
究
室
と
ラ
ヴ
ェ
ン
ナ
建
築

文
化
財
景
観
局
・
ラ
ヴ
ェ
ン
ナ
モ
ザ
イ
ク
修
復
専
門
学

校
が
共
同
で
、
二
〇
〇
五
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
の
六
年

間
に
わ
た
り
主
に
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
を

受
け
て
行
っ
た
も
の
で
、
保
存
修
復
技
術
の
研
究
と
と

も
に
現
地
に
お
け
る
詳
細
な
調
査
の
結
果
、
多
く
の
新

し
い
発
見
が
あ
り
、
ロ
ー
マ
末
期
の
モ
ザ
イ
ク
研
究
に

お
い
て
貴
重
な
デ
ー
タ
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

美
術
学
部
絵
画
棟
大
石
膏
室
のA

rt Space1

と

A
rt Space2

に
お
い
て
、
十
月
二
十
九
日
か
ら
十
一

月
十
七
日
ま
で
、「
東
京
藝
大
ト
ラ
ン
スW

EEK
S

」

が
開
催
さ
れ
た
。
本
展
は
、
現
代
ア
ー
ト
を
中
心
に
新

し
い
ア
ー
ト
の
可
能
性
を
提
示
す
る
東
京
文
化
発
信
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
の
連
携
で
開
催
さ
れ
た
も
の
で
、
本
学

教
員
ら
で
組
織
さ
れ
た
選
考
委
員
に
よ
っ
て
選
定
さ
れ

た
本
学
学
生
お
よ
び
卒
業
生
の
絵
画
、
立
体
、
映
像
や

石
膏
像
と
本
学
教
材
の
動
物
剥
製
な
ど
を
対
置
さ
せ
た

イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
の
作
品
が
展
示
さ
れ
た
。

　

な
お
本
展
で
は
、
二
年
に
わ
た
る
絵
画
棟
耐
震
改
修

工
事
に
よ
っ
て
、
ア
ー
ト
ス
ペ
ー
ス
が
併
設
さ
れ
た
新

た
な
大
石
膏
室
の
お
披
露
目
も
兼
ね
て
行
わ
れ
た
。

3 2モ
ザ
イ
ク
の
真
実　

―
世
界
遺
産
ガ
ッ
ラ
・
プ
ラ
チ
デ
ィ
ア
廟

モ
ザ
イ
ク
の
保
存
と
修
復
―

東
京
藝
大
ト
ラ
ン
スW

EEK
S

2モザイクの真実 ―世界遺産ガッラ・プラチディア廟モザイクの保存と修復―
右：レプリカによるモザイクの公開制作　左上：シンポジウム　左下：亀裂の入ったモザイクのディテール修復前（左）と修復後
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十
月
十
九
日
か
ら
二
十
一
日
ま
で
、
港
区
の
ク
レ

ア
ー
レ
青
山
ア
ー
ト
フ
ォ
ー
ラ
ム
第
二
展
示
場
に
お
い

て
、「
藝
大
デ
ザ
イ
ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト2010

」
成
果
発

表
展
が
開
催
さ
れ
た
。
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
始
ま
っ

た
こ
の
試
み
は
、
東
京
都
交
通
局
と
連
携
・
協
力
し
、

都
営
交
通
を
テ
ー
マ
に
修
士
課
程
デ
ザ
イ
ン
専
攻
の
一

年
生
約
三
十
名
が
、
専
門
領
域
を
横
断
し
た
五
チ
ー
ム

に
分
か
れ
、
地
下
鉄
、
バ
ス
、
路
面
電
車
、
新
交
通
シ

ス
テ
ム
な
ど
交
通
局
の
現
場
を
リ
サ
ー
チ
し
、「
提
案

型
の
問
題
解
決
」
を
行
う
と
い
う
実
践
的
な
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
と
な
っ
て
い
る
。
成
果
展
で
は
、〝
あ
っ
た
ら
い

い
な
〟
を
素
直
に
形
に
し
た
、
学
生
な
ら
で
は
の
柔
軟

か
つ
大
胆
な
発
想
の
数
々
が
展
示
さ
れ
た
。

4藝
大
デ
ザ
イ
ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト2010

3東京藝大トランスWEEKS
大石膏室での展示風景

4藝大デザインプロジェクト2010
「藝大デザインプロジェクト2010」成果発表展チラシ

　

十
一
月
一
日
か
ら
七
日
ま
で
、
台
東
区
の
下
谷
神
社

に
て
彫
刻
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト「
時
空
の
街

−

笑
い

−

」

展
が
開
催
さ
れ
た
。
本
展
は
、
浅
草
の
街
を
中
心
に
四
年

間
に
わ
た
り
開
催
さ
れ
て
き
た
も
の
で
、
共
通
す
る
キ
ー

ワ
ー
ド
は「
街
」と「
人
」。
街
に
暮
ら
す
人
間
表
現
の
な

か
に
彫
刻
の
本
質
を
求
め
、
本
学
彫
刻
科
と
地
域
と
の

連
携
を
通
し
て
新
し
い
彫
刻
の
探
究
が
行
わ
れ
て
き
た
。

　

今
回
は
会
場
を
寄
席
発
祥
の
地
で
あ
る
下
谷
神
社
と

し
、
お
題
目
は
〝
笑
い
〟。
七
人
の
若
手
落
語
家
と
二

人
の
落
語
会
を
代
表
す
る
人
物
を
彫
刻
科
学
生
が
取
材

し
、
そ
の
人
と
な
り
を
捉
え
た
彫
刻
を
制
作
し
展
示
し

た
。
会
期
中
に
は
、
展
覧
会
と
と
も
に
落
語
会
や
落
語

家
を
招
い
た
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
も
開
催
さ
れ
た
。

5彫
刻
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

「
時
空
の
街
―
笑
い
―
」
展

5彫刻アートプロジェクト「時空の街 ―笑い―」展
上：春風亭一之輔師匠　下：下谷神社内の会場
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Topics of 

Music

2010 .08 -2011 .01

音
旬

藝
大
オ
ペ
ラ
第
五
十
六
回
定
期
公
演

「
イ
ル
・
カ
ン
ピ
エ
ッ
ロ
」
全
三
幕

千
住 A

rt P
ath 2010

　

十
一
月
六
日
と
七
日
の
二
日
間
に
わ
た
り
、
千
住

キ
ャ
ン
パ
ス
に
て
、
ア
ー
ト
リ
エ
ゾ
ン
セ
ン
タ
ー
（
Ａ

Ｌ
Ｃ
）が
主
催
す
る「
第
四
回
藝
大
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク

フ
ェ
ス
タ
」が
開
催
さ
れ
た
。

　

Ａ
Ｌ
Ｃ
で
は
年
間
を
通
じ
足
立
区
と
連
携
し
て
芸
術

事
業
を
行
っ
て
い
る
が
、
秋
の
フ
ェ
ス
タ
は
そ
の
な
か

で
も
規
模
が
大
き
く
、
幅
広
い
世
代
の
方
に
お
楽
し
み

い
た
だ
け
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
展
関
さ
れ
た
。「
室
内
楽
コ

ン
サ
ー
ト
シ
リ
ー
ズ
」で
は
、
打
楽
器
ア
ン
サ
ン
ブ
ル

の
ほ
か
七
公
演
の
多
様
な
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
催
。「
お
と

あ
そ
び
♪
親
子
音
楽
ル
ー
ム
」に
は
、
た
く
さ
ん
の
子

ど
も
た
ち
が
訪
れ
、
自
由
に
楽
器
に
触
れ
る
な
ど
思
い

思
い
に
音
楽
を
楽
し
ん
だ
。
邦
楽
体
験
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ「
親
子
で
体
験
！
和
楽
器
」で
は
、
参
加
者
が
箏
、

尺
八
、三
味
線
を
体
験
。
ま
た
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
専

攻
の
作
品
を
上
映
す
る「
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
の

小
さ
な
映
画
館
」も
催
さ
れ
、
来
場
者
は
そ
れ
ぞ
れ
に

芸
術
体
験
を
楽
し
ん
だ
。

　

十
二
月
十
八
日
と
十
九
日
、
音
楽
学
部
音
楽
環
境
創

造
科
・
大
学
院
音
楽
研
究
科
音
楽
文
化
学
専
攻
の
学
生

に
よ
る
オ
ー
プ
ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
千
住 A

rt Path 
2010

」
が
、
取
手
キ
ャ
ン
パ
ス
か
ら
移
転
し
て
今
年
で

五
年
目
を
迎
え
た
千
住
キ
ャ
ン
パ
ス
で
開
催
さ
れ
た
。

　

本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
千
住
キ
ャ
ン
パ
ス
を
拠
点
に

日
々
制
作
や
研
究
に
励
む
学
生
た
ち
に
よ
っ
て
毎
年
二

日
間
に
わ
た
り
開
催
さ
れ
て
い
る
発
表
会
で
あ
り
、
音

楽
環
境
創
造
科
が
取
手
キ
ャ
ン
パ
ス
に
展
開
し
て
い
た

当
時
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
も
の
。
音
楽
制
作
・
ア
ー
ト

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
録
音
／
音
響
・
舞
台
芸
術
・
文
化
研

究
と
多
岐
に
わ
た
る
専
門
を
も
つ
学
生
た
ち
が
、
ア
ー

ト
に
お
け
る
ジ
ャ
ン
ル
や
領
域
の
壁
を
越
え
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
制
作
や
研
究
の
成
果
を
発
表
す
る
機
会
で
あ
る

と
と
も
に
、
豪
華
ゲ
ス
ト
に
よ
る
ト
ー
ク
や
サ
ラ
ウ
ン

ド
の
公
開
録
音
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
を
行
っ
た
。

　

十
月
二
十
四
日
、
音
楽
学
部
第
一
、六
ホ
ー
ル
を
中

心
に
藝
大
ス
ペ
シ
ャ
ル
ア
ー
ト「
障
が
い
を
超
え
て
～

み
ん
な
で
楽
し
む
コ
ン
サ
ー
ト
」が
開
催
さ
れ
た
。

　

こ
の
企
画
は
、
障
が
い
者
も
健
常
者
も
分
け
隔
て
な

く
楽
し
め
る
ア
ー
ト
と
は
何
か
、
そ
し
て
そ
れ
を
実
現

す
る
た
め
に
藝
大
と
し
て
何
が
で
き
る
か
を
考
え
る
初

め
て
の
試
み
。
今
回
は
特
に
知
的
障
が
い
者
と
と
も
に

楽
し
む
ア
ー
ト
に
注
目
し
、
美
術
と
音
楽
の
学
生
た
ち

が
自
ら
企
画
を
考
え
、
教
員
が
サ
ポ
ー
ト
す
る
と
い
う

か
た
ち
で
準
備
が
進
め
ら
れ
た
。
特
別
支
援
学
校
の
生

徒
の
作
品
が
展
示
さ
れ
た「
ア
ソ
ビ
ト（
遊
び
と
）ア
ー

ト
の
部
屋
」や
障
が
い
者
と
健
常
者
の
即
興
演
奏
が
行

わ
れ
、
従
来
の「
音
楽
」と
は
異
な
る
新
鮮
な
響
き
で

会
場
を
満
た
し
た「
み
ん
な
で
楽
し
む
コ
ン
サ
ー
ト
」

な
ど
が
催
さ
れ
た
。

　

奏
楽
堂
に
お
い
て
十
月
九
日
と
十
日
の
二
日
間
、
藝

大
オ
ペ
ラ
第
五
十
六
回
定
期
公
演「
イ
ル
・
カ
ン
ピ

エ
ッ
ロ（
小
広
場
）」が
上
演
さ
れ
、
満
場
の
観
客
が
藝

大
オ
ペ
ラ
に
酔
い
し
れ
た
。

　

藝
大
オ
ペ
ラ
の
歴
史
は
古
く
、
一
九
五
六
年（
昭
和

三
十
一
）に
第
一
回
オ
ペ
ラ
公
演「
椿
姫
」が
上
演
さ
れ

て
以
来
、
今
日
ま
で
途
絶
え
る
こ
と
な
く
公
演
が
行
わ

れ
て
き
た
。
本
学
の
オ
ペ
ラ
公
演
は
、
総
合
的
に
オ
ペ

ラ
歌
手
と
し
て
の
研
さ
ん
を
積
ん
だ
修
士
課
程
の
学
生

お
よ
び
教
員
が
中
心
的
な
キ
ャ
ス
ト
を
務
め
、
藝
大

フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ア
、
学
部
生
の
合
唱
を
伴
い
、
衣

装
、
舞
台
装
置
に
至
る
ま
で
本
格
的
な
舞
台
づ
く
り
の

成
果
を
遂
げ
て
お
り
、
各
方
面
か
ら
人
気
の
高
い
公
演

を
行
っ
て
い
る
。
本
邦
初
演
の
作
品
も
多
く
、
学
生
に

と
っ
て
大
変
意
義
深
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

次
回
の
藝
大
オ
ペ
ラ
は
、
二
〇
一
一
年
十
月
初
旬
に

「
コ
ジ
・
フ
ァ
ン
・
ト
ゥ
ッ
テ
」を
予
定
し
て
い
る
。

2

3

4

1

藝
大
ス
ペ
シ
ャ
ル
ア
ー
ト

「
障
が
い
を
超
え
て
～
み
ん
な
で

楽
し
む
コ
ン
サ
ー
ト
」

第
四
回
藝
大

ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
フ
ェ
ス
タ
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1藝大オペラ第56回定期公演
「イル・カンピエッロ」全3幕

東京藝術大学奏楽堂

2第 4回藝大ミュージックフェスタ
邦楽体験ワークショップ。千住キャンパス

3千住 Art Path 2010
サラウンド公開録音風景。千住キャンパス

4藝大スペシャルアート
「障がいを超えて～みんなで楽しむコンサート」

音楽学部第1、6ホール

©TAKE-O
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巨
大
さ
が
ひ
ろ
が
り
の
な
か
に

  
溶
け
て
い
く
建
築

石
上
純
也

藝
大
の
大
学
院
で
は
益
子
義
弘
先
生
の
研
究
室
で
学
び
ま
し
た
。

建
築
家
と
し
て
の
い
ま
の
自
分
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
と
い
え
ば
、
た
ま
た

ま
な
ん
で
す
が
、
中
山
英
之
さ
ん
や
安
宅
研
太
郎
さ
ん
や
中
村
竜
治
く
ん
と
い
っ

た
面
白
い
人
達
が
近
い
学
年
に
あ
つ
ま
っ
て
い
て
、
い
ろ
い
ろ
建
築
に
つ
い
て
話

せ
た
こ
と
か
な
と
思
い
ま
す
。

益
子
先
生
の
指
導
を
受
け
る
こ
と
に
し
た
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
考
え
方
に
対
し

て
オ
ー
プ
ン
な
授
業
の
ス
タ
イ
ル
だ
と
聞
い
て
い
た
か
ら
で
す
。
当
時
は
ま
だ
ど

う
い
う
方
向
で
建
築
を
つ
く
っ
て
い
く
の
か
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
柔
軟

な
環
境
で
勉
強
す
る
の
が
い
い
と
思
っ
た
の
で
す
。
仲
間
に
恵
ま
れ
た
こ
と
も
あ

り
、
有
意
義
な
学
生
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

豊
田
市
美
術
館
の
展
覧
会（
二
〇
一
〇
年
九
月
一
八
日
―
一
二
月
二
六
日
）は

「
建
築
の
あ
た
ら
し
い
大
き
さ
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
す
が
、「
あ
た
ら
し
さ
」
と

い
う
の
は
、
建
築
に
と
っ
て
必
然
的
な
も
の
で
あ
る
と
ぼ
く
は
考
え
て
い
ま
す
。

建
築
は
永
続
的
な
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
ぼ
く
ら
の
生
活
と
密
接
に
つ
な

が
っ
て
な
い
と
い
け
な
い
。し
か
し
、生
活
と
い
う
も
の
は
日
々
少
し
ず
つ
変
わ
っ

て
い
く
も
の
で
、
建
築
の
様
式
や
空
間
の
あ
り
方
、
仕
組
み
と
い
っ
た
も
の
も
、

少
し
ず
つ
そ
の
都
度
変
化
し
て
い
く
。
住
宅
の
よ
う
に
生
活
に
も
の
す
ご
く
結
び

つ
い
て
い
て
、
あ
ま
り
変
化
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
も
の
で
も
、
半
世
紀

前
と
今
と
で
は
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
が
全
く
違
い
ま
す
。

ぼ
く
は
、
常
に
あ
た
ら
し
く
変
わ
り
続
け
る
現
在
の
生
活
ス
タ
イ
ル
や
機
能
や

目
的
と
い
っ
た
も
の
に
対
し
て
、
建
物
を
や
わ
ら
か
く
フ
ィ
ッ
ト
さ
せ
て
い
く
こ

と
を
や
っ
て
い
き
た
い
。
だ
か
ら
、「
あ
た
ら
し
さ
」
と
い
う
も
の
を
、
た
ん
に
奇

抜
で
あ
る
と
か
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
建
築
の
な
か
に
必
然
的
に
備
わ
り
必
要

と
さ
れ
る
、
と
て
も
自
然
な
当
た
り
前
の
要
素
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
考
え
て
い
る

の
で
す
。

ま
た
一
方
で
、
い
ま
、
時
代
は
過
去
の
ど
の
時
代
と
も
違
っ
た
次
元
に
入
り
つ

つ
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
世
の
中
が
、
日
々
の
小
さ
な
当
た
り
前
の
変
化
を
超

え
た
大
き
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
の
な
か
に
あ
る
よ
う
に
思
う
の
で
す
。
と
い
う

の
も
、
こ
こ
ま
で
自
由
に
建
築
を
考
え
ら
れ
た
時
代
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
感
じ
て
い
る
か
ら
で
す
。
一
般
的
に
、
建
築
は
社
会
と
結
び
つ
き
、
そ
こ
に
根

拠
を
求
め
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
の
社
会
の
シ
ス
テ
ム
は
、
そ

れ
自
体
が
も
の
す
ご
く
複
雑
化
し
、
多
く
の
情
報
が
雨
の
よ
う
に
ラ
ン
ダ
ム
に
降

建
築
に
お
け
る「
あ
た
ら
し
さ
」と
は

東
京
藝
大
の
自
由
な
環
境

連
載
第
一
回

二
〇
〇
〇
年 

大
学
院
美
術
研
究
科
修
士
課
程
建
築
専
攻
修
了
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いしがみ・じゅんや
1974 神奈川県生まれ / 2000 東京藝術大学大学院美術研究科修士課程建築専攻修了 / 
2000-04 妹島和世建築設計事務所勤務 / 2004 石上純也建築設計事務所設立 / 
2009 東京理科大学 非常勤講師 / 2010 東北大学 客員准教授
主な個展に「第11回ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展」（2008）での個展、

「建築はどこまで小さく、あるいは、どこまで大きくひろがっていくのだろうか？」（資生堂ギャラリー・2010）、
「建築のあたらしい大きさ」（豊田市美術館・2010）がある。
2009 「日本建築学会賞」を受賞。 / 2010 「第12回ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展」で金獅子賞を受賞。

り
注
ぐ
世
界
の
中
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
か
ら
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
て
く
る
も

の
か
ら
、
だ
れ
も
が
共
有
で
き
る
明
確
な
未
来
像
と
い
う
も
の
を
、
ひ
と
つ
の
理

想
的
な
社
会
と
し
て
描
き
出
す
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た

な
か
で
は
、
建
築
の
形
式
を
自
由
に
開
放
し
て
い
か
な
け
れ
ば
、
逆
に
建
築
が
社

会
と
の
接
点
を
見
失
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
気
が
し
て
い

ま
す
。

大
き
く
変
わ
り
つ
つ
あ
る
時
代
に
対
し
て
の「
革
新
性
に
繋
が
る
あ
た
ら
し
さ
」

と
、
日
々
少
し
ず
つ
普
遍
的
に
変
わ
り
続
け
て
い
く
日
常
を
僕
た
ち
に
馴
染
ま
せ

る
た
め
の
「
自
然
さ
に
繋
が
る
あ
た
ら
し
さ
」。
こ
の
ふ
た
つ
の
あ
た
ら
し
さ
は
、

ぼ
く
の
な
か
で
は
建
築
の
根
源
的
な
部
分
で
す
。

豊
田
市
美
術
館
で
も
模
型
を
展
示
し
た
「
地
平
線
を
つ
く
る
」
は
、
あ
る
大
学

か
ら
、「
学
生
が
リ
ラ
ッ
ク
ス
で
き
る
場
所
を
つ
く
っ
て
ほ
し
い
」
と
依
頼
さ
れ
て

設
計
し
て
い
る
も
の
で
す
。
建
物
と
も
広
場
と
も
い
え
る
多
目
的
施
設
で
、
半
屋

外
が
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
屋
内
が
五
パ
ー
セ
ン
ト
。
柱
は
一
本
も
な
く
、
一
〇
ミ

リ
か
ら
五
〇
ミ
リ
の
極
薄
の
人
工
地
盤
を
用
い
て
、
自
然
環
境
と
人
工
環
境
の
中

間
に
位
置
す
る
も
の
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
「
半
屋
外
」
建
築
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
ス
ケ
ー
ル

感
と
い
う
の
は
非
常
に
重
要
だ
と
ぼ
く
は
考
え
て
い
ま
す
。
お
よ
そ
七
〇
〇
〇
平

米
と
い
う
建
築
の
面
積
が
も
つ
大
き
さ
の
い
っ
ぽ
う
で
、
天
井
高
は
二
・
三
メ
ー

ト
ル
と
住
宅
の
よ
う
な
親
密
感
を
兼
ね
備
え
て
い
ま
す
。
大
き
さ
と
小
さ
さ
が
共

存
す
る
、「
あ
た
ら
し
い
広
大
さ
」
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ぼ
く
は
、
こ
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
通
じ
て
、
あ
た
ら
し
い
自
然
環
境
の
よ
う
な
景
色
を
つ
く
っ
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

今
年（
二
〇
一
〇
年
）は
二
つ
の
個
展
を
実
現
さ
せ
る
と
も
に
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
・

ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
で
金
獅
子
賞
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
展
覧
会
の
い
い

と
こ
ろ
は
、
実
際
の
建
築
と
は
違
っ
た
可
能
性
の
な
か
で
さ
ま
ざ
ま
な
実
験
が
で

き
る
と
こ
ろ
で
す
。
同
時
に
、
展
覧
会
も
実
際
の
建
築
物
も
、
デ
ザ
イ
ン
す
る
か

ら
に
は
、
区
別
の
つ
か
な
い
と
こ
ろ
ま
で
追
究
し
な
い
と
意
味
が
な
い
と
も
考
え

て
い
ま
す
。
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
、
建
築
的
思
考
を
拡
大
す
る
行
為
に
つ
な
が
っ

て
い
く
よ
う
心
が
け
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
・
ビ
エ

ン
ナ
ー
レ
で
、
国
際
的
に
認
め
ら
れ
た
こ
と
は
大
き
な
励
み
に
な
り
ま
し
た
。

東
京
藝
術
大
学
で
学
ぶ
学
生
の
方
に
も
、
自
由
な
価
値
観
で
軽
や
か
に

様
々
な
こ
と
に
取
り
組
ん
で
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

「
半
屋
外
」建
築
の
可
能
性

左：石上純也「地平線をつくる」
　　photo:Yasushi Ichikawa

右：『石上純也 建築のあたらしい大きさ』
　　（青幻舎刊）

photo: Hiroaki Horiguchi
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二
〇
一
〇
年
十
二
月
、
冬
晴
れ
の
あ
る
日
の
午

前
、
上
野
キ
ャ
ン
パ
ス
音
楽
学
部
一
号
館
に
あ
る

粕
谷
美
智
子
教
授
の
レ
ッ
ス
ン
室
を
訪
ね
た
。

粕
谷
教
授
は
一
九
八
九
年
か
ら
東
京
藝
術
大
学

音
楽
学
部
の
非
常
勤
講
師
と
な
り
、
一
九
九
六
年
か

ら
は
助
教
授
、
二
〇
〇
三
年
か
ら
は
教
授
、
そ
し

て
二
〇
〇
六
年
か
ら
は
音
楽
学
部
附
属
音
楽
高
等

学
校
の
校
長
も
務
め
て
い
る
。
粕
谷
教
授
の
藝
大

で
の
教
育
活
動
は
、
大
学
、
大
学
院
及
び
附
属
高

校
で
の
ピ
ア
ノ
実
技
指
導
の
ほ
か
、
大
学
院
開
設

科
目
の
器
楽
特
殊
研
究
の
授
業
を
担
当
し
て
い
る
。

研
究
室
に
お
邪
魔
し
た
日
は
、
大
学
院
生
に

対
す
る
個
人
レ
ッ
ス
ン
の
日
。
粕
谷
教
授
の
門
下

生 

（
附
属
高
校
、
学
部
、
大
学
院
の
在
校
生
十
八

人
） が
集
う
「G

roup

美
」
が
、
年
明
け
一
月
に
催

す
発
表
演
奏
会（
す
み
だ
ト
リ
フ
ォ
ニ
ー
ホ
ー
ル
）

の
た
め
、
二
人
の
院
生
を
こ
れ
か
ら
指
導
す
る
と

こ
ろ
で
あ
っ
た
。
こ
の
発
表
演
奏
会
は
今
回
で
第

二
十
二
回
を
数
え
る
と
い
う
が
、
門
下
生
た
ち
が

演
奏
の
み
な
ら
ず
、
会
場
の
確
保
や
プ
ロ
グ
ラ
ム

づ
く
り
、
宣
伝
な
ど
を
行
っ
て
お
り
、
演
奏
以
外

の
ス
テ
ー
ジ
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
教
育
も
同
時
に

行
う
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、粕
谷
教
授
が
、

二
〇
一
一
年
三
月
を
も
っ
て
退
任
さ
れ
る
た
め
、

「G
roup

美
」
に
と
っ
て
の
最
終
演
奏
会
と
な
る
。

こ
の
日
の
レ
ッ
ス
ン
曲
は
、モ
ー
リ
ス
・
ラ
ヴ
ェ

ル
作
曲
《
ラ
・
ヴ
ァ
ル
ス
》
の
二
台
ピ
ア
ノ
の
た

め
の
も
の
。
こ
の
曲
は
管
弦
楽
曲
と
し
て
も
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
が
、
作
曲
者
自
身
に
よ
る
ピ
ア
ノ

二
台
用
や
ピ
ア
ノ
独
奏
用
が
あ
り
、
二
台
ピ
ア
ノ

版
は
原
曲
の
管
弦
楽
版
に
先
駆
け
て
初
演
さ
れ
て

い
る
と
の
こ
と
。

レ
ッ
ス
ン
を
受
け
る
の
は
と
も
に
大
学
院
博
士

後
期
課
程
に
在
籍
し
て
い
る
長
瀬
賢
弘
さ
ん
と
川

藝
大
の
教
員
た
ち
が
、

日
々
の
研
究
や
レ
ッ
ス
ン
に
勤
し
む

「
研
究
室
」
の
な
か
は

ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
？

な
か
な
か
見
る
機
会
の
な
い

部
屋
を
潜
入
ル
ポ
す
る
。

音楽学部器楽科 
ピアノレッスン室
粕谷（多）美智子 教授

研
究
室
探
訪

第
一
回

V
isitin

g th
e L

ab
oratory

Depar tment  o f  Inst rumenta l  Music ,  Piano  Course
Pro fessor  KASUYA, Mich iko

この日のレッスン曲はラヴェルの《ラ・ヴァルス》。粕谷教授は舞うように学生を指導していく。
レッスンを受ける長瀬賢弘さんと川﨑翔子さんは現在博士後期課程に在籍。
粕谷教授とは藝大入学前からの長いつきあいだ
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﨑
翔
子
さ
ん
。
長
瀬
さ
ん
は
、
プ
ロ
コ
フ
ィ
エ
フ

の
研
究
と
レ
ッ
ス
ン
の
た
め
モ
ス
ク
ワ
音
楽
院
に

も
在
籍
し
て
い
る
が
、
今
回
一
時
帰
国
し
た
ば
か

り
。
中
学
生
の
と
き
か
ら
粕
谷
教
授
に
レ
ッ
ス
ン

を
受
け
、
ソ
ロ
ピ
ア
ニ
ス
ト
と
し
て
す
で
に
活
躍

中
。
川
﨑
翔
子
さ
ん
も
教
授
に
師
事
し
て
十
五
年

以
上
。
第
五
回
安
川
加
壽
子
記
念
コ
ン
ク
ー
ル
第

一
位
な
ど
数
々
の
コ
ン
ク
ー
ル
で
優
勝
、入
賞
し
、

二
〇
〇
七
年
か
ら
は
ソ
ロ
リ
サ
イ
タ
ル
を
行
っ
て

い
る
。
今
回
の
発
表
演
奏
会
で
は
二
人
が
ト
リ
を

務
め
る
。

レ
ッ
ス
ン
室
に
は
二
台
の
ピ
ア
ノ
が
平
行
し
て

置
か
れ
て
お
り
、
粕
谷
教
授
は
、
ピ
ア
ノ
を
前
に

し
た
二
人
の
院
生
の
間
に
立
っ
て
レ
ッ
ス
ン
を
つ

け
て
い
く
。「
こ
れ
か
ら
な
に
が
起
こ
る
ん
だ
ろ
う

と
、わ
く
わ
く
と
し
た
期
待
を
抱
か
せ
る
よ
う
に
」

「
音
量
で
示
す
の
で
は
な
く
、
気
持
ち
を
先
に
盛

り
上
げ
て
」「
体
の
中
か
ら
、
心
の
底
か
ら
大
き
く

三
拍
子
を
感
じ
て
」「
体
全
体
で
大
き
な
三
角
形
を

描
く
の
」「
感
じ
た
ま
ま
で
は
足
り
な
い
、
何
倍
も

強
調
し
な
い
と
」「
フ
ラ
ン
ス
の
音
楽
だ
か
ら
、
品

性
を
保
ち
つ
つ
」「
縄
跳
び
の
ま
わ
っ
て
い
る
縄
に

思
い
切
っ
て
飛
び
込
む
よ
う
な
感
じ
で
」
…
…
。

タ
イ
ト
ル
の
《
ラ
・
ヴ
ァ
ル
ス
》
は
フ
ラ
ン
ス
語

で
ワ
ル
ツ
の
こ
と
。
粕
谷
教
授
の
指
導
そ
の
も
の

が
華
や
か
な
舞
踏
を
見
て
い
る
よ
う
だ
。

粕
谷
教
授
は
ピ
ア
ノ
の
レ
ッ
ス
ン
を
「
技
術
に

裏
づ
け
さ
れ
た
デ
ッ
サ
ン
の
う
え
に
、
さ
ら
に
色

を
つ
け
て
い
く
方
法
論
を
提
案
し
て
い
く
」
も
の

だ
と
い
う
。
二
人
の
大
学
院
生
は
教
授
の
こ
と
を

「
と
て
も
厳
し
い
け
れ
ど
、
親
身
に
な
っ
て
指
導

し
て
く
れ
る
優
し
い
先
生
」
と
口
を
そ
ろ
え
る
。

音
楽
に
血
を
通
わ
せ
る
よ
う
な
レ
ッ
ス
ン
と
い
う

印
象
を
受
け
た
。

photo: Hiroaki Horiguchi
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「
東
京
国
立
博
物
館
庭
園
散
策
」

東
京
藝
術
大
学
が
あ
る
上
野
は
、

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

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

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

第 3回

東
京
藝
術
大
学
の
南
東
に
隣
り
合
う
東
京
国
立
博
物

館
は
、
上
野
の
杜
の
シ
ン
ボ
ル
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
注

目
す
べ
き
企
画
展
や
充
実
し
た
常
設
展
示
で
い
つ
も
賑

わ
い
を
み
せ
て
い
る
。
美
術
フ
ァ
ン
の
み
な
ら
ず
「
上

野
に
行
く
」
と
い
え
ば
、「
ト
ー
ハ
ク（
東
京
国
立
博
物

館
の
略
称
）で
展
覧
会
を
鑑
賞
す
る
」
こ
と
を
思
い
浮

か
べ
る
人
も
少
な
く
は
な
い
ほ
ど
だ
。

東
京
国
立
博
物
館
は
一
八
七
二（
明
治
五
）年
に
創
設

さ
れ
た
日
本
最
古
の
博
物
館
で
、
本
館
、
表
慶
館
、 

東

洋
館
、
平
成
館
、
法
隆
寺
宝
物
館
の
五
つ
の
展
示
館
と

資
料
館
な
ど
の
施
設
か
ら
な
る
。
観
覧
者
の
な
か
に
は

展
示
を
見
て
す
ぐ
帰
っ
て
し
ま
う
人
も
い
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
敷
地
内
に
は
、
貴
重
な
茶
室
を
は
じ
め
見
落

と
せ
な
い
古
建
築
が
い
く
つ
も
点
在
し
て
い
る
。

本
館
の
北
側
に
回
り
込
ん
だ
庭
園
は
か
つ
て
寛
永
寺

本
坊
の
庭
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
い
ま
で
は
各
地
か
ら
移

築
さ
れ
た
五
棟
の
茶
室
が
趣
深
い
た
た
ず
ま
い
を
み
せ

る
。
各
茶
室
を
西
か
ら
順
に
紹
介
す
る
と
、「
九
条
館
」

は
、
も
と
東
京
赤
坂
の
九
条
邸
に
あ
っ
た
建
物
で
、
当

主
の
居
室
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
寄
棟
造
り
瓦
葺
き
の

建
物
。
入
母
屋
造
り
瓦
葺
き
の
「
応
挙
館
」
は
、
尾
張

国（
現
在
の
愛
知
県
大
治
町
）・
明
眼
院
の
書
院
だ
っ
た

と
き
に
円
山
応
挙
が
揮
毫
し
た
み
ご
と
な
墨
画
で
知
ら

れ
る
。「
六
窓
庵
」
は
入
母
屋
造
り
茅
葺
き
で
、
慶
安
年

応
挙
館

天
台
宗
寺
院
・
明
眼
院
の
書
院

と
し
て
建
立
さ
れ
、東
京
品
川

の
益
田
孝（
鈍
翁
）の
邸
内
に
移

築
。そ
の
後
東
京
国
立
博
物
館

に
寄
贈
、移
築
さ
れ
た
。円
山
応

挙
が
明
眼
院
に
眼
病
で
滞
留
し

て
い
た
際
に
揮
亳
し
た
と
さ
れ

る
室
内
の
墨
画
は
、現
在
、作
品

保
護
の
た
め
複
製
画
に
差
し
替

え
ら
れ
て
い
る
。

六
窓
庵

慶
安
年
間（
十
七
世
紀
中
頃
）に
奈

良
・
興
福
寺
慈
眼
院
に
建
立
さ
れ

た
。明
治
の
初
め
に
博
物
館
が
購

入
し
、解
体
輸
送
中
に
船
が
難
破

す
る
も
の
の
、流
失
を
免
れ
た
材

を
移
築
。第
二
次
大
戦
中
に
再
び

解
体
さ
れ
疎
開
し
て
い
た
が
、戦

後
、数
寄
屋
建
築
の
名
工
木
村
清

兵
衛
に
よ
り
現
在
地
に
再
建
。
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転
合
庵

五
重
塔

黒
門
（
重
要
文
化
財
）

校
倉
（
重
要
文
化
財
）

小
堀
遠
州
が
桂
宮
か
ら
茶
入

「
於
大
名（
お
だ
い
み
ょ
う
）」を

賜
っ
た
折
、そ
の
披
露
の
た
め

に
京
都
伏
見
の
六
地
蔵
に
建

て
た
と
さ
れ
る
。そ
の
後
京
都

大
原
の
寂
光
寺
に
移
築
さ
れ
、

一
九
六
三（
昭
和
三
十
八
）年
に

ゆ
か
り
の
茶
入
と
と
も
に
博
物

館
に
寄
贈
、移
築
さ
れ
た
。

高
さ
五
七
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

の
銅
製
の
塔
。最
上
部
の
相
輪

に
は
龍
が
絡
み
つ
き
、垂
木
、斗

拱
の
組
み
物
の
細
部
ま
で
入
念

に
作
ら
れ
て
い
る
。基
壇
に
第

五
代
将
軍
徳
川
綱
吉
が
法
隆
寺

に
奉
納
し
た
旨
の
銘
文
が
線
刻

さ
れ
て
い
る
。

旧
丸
の
内
大
名
小
路（
現
在
の

丸
の
内
三
丁
目
）に
あ
っ
た
鳥

取
藩
池
田
家
江
戸
上
屋
敷
の

正
門
。大
名
屋
敷
表
門
と
し
て

は
東
京
大
学
の
赤
門
と
並
び

称
さ
れ
る（
土
・
日
・
祝
日
は
開

放
。た
だ
し
天
候
に
よ
り
中
止

さ
れ
る
場
合
も
あ
り
）。 

鎌
倉
時
代
に
造
ら
れ
た
一
間
四

方
の
小
さ
な「
校
倉
」。奈
良
・
元

興
寺
の
別
院
十
輪
院
に
あ
っ
た

建
物
で
、内
部
壁
面
に
大
般
若

経
ゆ
か
り
の
菩
薩
や
十
六
善
神

が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

大
般
若
経
を
納
め
た「
経
蔵
」

だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

間（
十
七
世
紀
中
頃
）に
奈
良
の
興
福
寺
慈
眼
院
に
建
立

さ
れ
た
。
席
は
金
森
宗
和
好
み
と
さ
れ
、「
大
和
の
三
茶

室
」
と
謳
わ
れ
た
ほ
ど
だ
と
い
う
。「
転
合
庵
」
は
小
堀

遠
州
が
京
都
伏
見
の
六
地
蔵
に
建
て
た
切
妻
屋
根
瓦
葺

き
の
茶
室
で
、
本
館
裏
か
ら
池
越
し
に
こ
の
建
物
を
望

む
景
色
は
東
博
庭
園
の
な
か
で
も
大
き
な
み
ど
こ
ろ
で

も
あ
る
。
入
母
屋
造
り
茅
葺
き
の
「
春
草
廬
」
は
河
村

瑞
賢
が
建
て
た
休
憩
所
。
近
代
の
代
表
的
な
茶
人
で
あ

る
原
三
渓
や
松
永
安
左
エ
門（
耳
庵
）が
一
時
期
所
有
し

て
い
た
そ
う
だ
。
庭
園
内
に
は
ほ
か
に
徳
川
綱
吉
が
法

隆
寺
に
奉
納
し
た
、高
さ
六
メ
ー
ト
ル
近
い
銅
製
の「
五

重
塔
」
も
建
つ
。
庭
園
部
分
は
通
常
公
開
は
し
て
い
な

い
が
、
春
と
秋
の
開
放
期
間
は
自
由
に
散
策
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
ま
た
、
茶
室
は
茶
会
・
句
会
な
ど
に
利
用

で
き（
要
事
前
申
込
、
有
料
）、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る

「
応
挙
館
茶
会
」「
庭
園
茶
室
ツ
ア
ー
」
を
月
に
一
回
か

ら
二
回
程
度
実
施
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

ま
た
藝
大
へ
の
道
筋
に
面
し
て
建
つ
「
黒
門
」
と
法

隆
寺
宝
物
館
の
脇
に
あ
る
「
校
倉
」
は
、
国
の
重
要
文

化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。 

＊2011年の庭園解放日程：
「春」3月12日（土）～4月17日（日）、
「秋」10月29日（土）～12月11日（日）  
上記庭園開放期間にかかわらず、
ボランティアによる「応挙館茶会」

「庭園茶室ツアー」を月に1～2回程度実施。
東京国立博物館ホームページ： 
http ://www.tnm. jp/
お問い合わせ：ハローダイヤル
Tel . 03-5777-8600

photo: Yasuhiko Kawashima
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軍
楽
生
徒
は
掃
除
、
点
呼
、
朝
食
の
後
、
全
天
候
型

と
称
し
、
毎
朝
午
前
中
は
戸
外
で
直
立
不
動
に
て
楽
器

を
持
っ
た
ま
ま
精
神
訓
話
を
聞
き
、
楽
器
練
習（
高
澤

談
）。
し
も
や
け
の
痕
は
今
も（
石
津
談
）。
午
後
は
二

時
間
の
楽
器
練
習
に
始
ま
り
、
体
操
、
学
課
、
軍
事
訓

練
等
。
夕
食
後
の
十
時
ま
で
が
自
習
で
、
四
か
月
後
に

は
《
軽
騎
兵
序
曲
》《
分
列
行
進
曲
》
な
ど
が
吹
け
る
ま

で
に
な
っ
た（
團
筆
）。

述
懐
さ
れ
る
軍
楽
隊
の
日
々
─
─
「
陸
軍
で
は
第
一

種
兵
器
が
銃
と
剣
、
第
二
種
兵
器
が
喇
叭
、
第
三
種
兵

器
が
軍
楽
器
と
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
…
…
兵
器
で
あ
り

大
元
帥
陛
下
か
ら
賜
っ
た
神
聖
な
も
の
ゆ
え
、
わ
が

命
を
捨
て
て
も
守
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
楽
器
は

「M
ade in U

.S.A
.

」（
芥
川
筆
）。
実
際
に
は
米
国
製
は

例
外
で
、
軍
楽
隊
生
徒
が
用
い
る
楽
器
の
大
部
分
は
日

本
管
楽
器
株
式
会
社（
ニ
ッ
カ
ン
）製
で
あ
っ
た
。「
生
徒

の
間
は
一
年
先
輩
に
ぶ
ん
殴
ら
れ
っ
ぱ
な
し
で
、
自
分

や
芥
川
の
よ
う
な
背
の
高
い
者
か
ら
順
に
殴
ら
れ
た
。

そ
れ
が
卒
業
し
た
途
端
に
大
事
に
さ
れ
、連
日
、東
京
、

千
葉
、
山
梨
な
ど
各
部
隊
の
慰
問
や
任
官
の
宴
会
な
ど

に
引
っ
張
り
回
さ
れ
た
。
レ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
も
あ
り
、

出
張
で
貰
う
大
量
の
饅
頭
、
砂
糖
、
羊
羹
を
土
産
に
持

ち
帰
っ
た
」（
石
津
談
）。「
演
奏
に
行
っ
た
先
で
酒
樽
の

底
を
叩
か
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
」（
北
爪
談
）。「
譜
面
を

書
く
と
仲
間
の
隊
員
が
パ
ー
ト
譜
を
書
い
て
、
大
編
成

で
音
を
出
し
て
く
れ
る
。
移
調
を
間
違
え
る
と
す
ご
い

響
き
に
な
る
。
こ
れ
が
後
で
大
変
役
に
立
と
う
と
は
」

（
斎
藤
筆
）。

昭
和
二
十
年
の
陸
軍
記
念
日
す
な
わ
ち
三
月
十
日
、

前
夜
か
ら
の
大
空
襲
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
軍
楽
隊
は
例

年
通
り
靖
国
神
社
に
参
拝
し
、
神
田
須
田
町
→
日
本
橋

→
銀
座
通
り
→
日
比
谷
へ
と
吹
奏
行
進
し
た
。
そ
の
戸

山
学
校
も
四
月
十
三
日
深
夜
か
ら
翌
日
未
明
の
大
空
襲

に
見
舞
わ
れ
、
懸
命
の
消
火
活
動
に
も
か
か
わ
ら
ず
大

方
焼
失
し
、
軍
楽
生
徒
一
名
が
焼
夷
弾
の
直
撃
を
受
け

即
死
し
た
。
五
月
二
十
八
日
、
十
九
年
度
生
は
焼
け
跡

で
卒
業
式
を
迎
え
た
。
首
席
で
教
育
総
監
か
ら
銀
時
計

を
授
与
さ
れ
た
芥
川
を
は
じ
め
、
音
校
生
は
成
績
上
位

で
卒
業
し
た
。
翌
日
、
浅
草
橋
の
日
本
橋
高
女（
現
日

本
橋
女
学
館
）に
移
転
す
る
。

敗
戦
当
日
、
教
育
総
監
部
内
で
機
密
兵
器
の
滅
去
、

機
密
書
類
・
対
米
対
ソ
書
類
・
人
事
関
係
書
類
の
焼
却
、

御
真
影
と
勅
諭
の
奉
焼
等
が
決
定
さ
れ
る
。
八
月
十
七

日
の
本
部
で
は
明
日
に
も
連
合
軍
上
陸
と
の
デ
マ
が
飛

び
交
い
、
書
類
を
焼
く
煙
と
無
数
の
軍
人
軍
属
の
怒
鳴

り
声
で
騒
然
と
し
て
い
た（
山
口
筆
）。
翌
十
八
日
に
は
軍

楽
隊
で
も
日
本
橋
高
女
の
校
庭
の
焼
却
炉
で
重
要
書
類

や
軍
隊
手
帳
を
焼
却
し
、
校
舎
屋
上
で
隊
員
た
ち
が
泣

き
な
が
ら
見
守
る
中
、
御
真
影
を
奉
焼
し
た（
高
澤
談
）。

で
は
学
徒
出
陣
以
降
の
音
校
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。

十
八
年
十
一
月
、
仮
卒
業
式
で
「
元
ヨ
リ
明
日
ノ
生

命
ア
ル
ヲ
頼
マ
ズ
」
と
校
長
壮
行
の
辞
。
十
二
月
、
第

百
一
回
定
期
演
奏
会
。
こ
れ
に
て
し
ば
し
中
断
。

十
九
年
一
月
、
入
学
者
選
抜
に
あ
た
っ
て
は
徴
兵
年

齢
の
低
下
に
合
わ
せ
若
年
を
優
先
的
に
合
格
さ
せ
る

こ
と
の
な
い
よ
う
文
部
省
よ
り
通
達
。
六
月
、
除
隊
後

に
学
年
三
分
の
二
以
上
を
経
過
し
て
い
れ
ば
学
年
修

了
と
文
部
省
よ
り
通
達
。
し
か
し
終
戦
直
後
に
こ
れ

が
適
用
さ
れ
学
校
生
活
を
奪
わ
れ
た
ま
ま
繰
り
上
げ
卒

業
と
な
っ
た
方
々
の
無
念
は
痛
切
で
あ
る
。「
再
び
学
校

に
戻
っ
て
勉
強
で
き
る
の
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
が
、

そ
の
ま
ま
卒
業
と
な
っ
た
の
が
今
で
も
残
念
」（
北
爪

談
）、「
何
が
何
だ
か
判
ら
な
い
う
ち
に
卒
業
さ
せ
ら
れ

て
し
ま
っ
た
」（
團
筆
）。
九
月
、
卒
業
式
の
校
長
式
辞

は
音
楽
に
ひ
と
言
も
触
れ
ず「
今
や
皇
国
存
亡
の
危
急
」。

十
一
月
、
東
部
七
八
五
六
部
隊
が
兵
器
被
服
等
格
納
に

学
校
建
物
を
使
用
。「
軍
楽
隊
で
休
み
を
も
ら
い
、
音
校

の
様
子
を
見
に
行
っ
た
ら
音
も
な
く
空
き
家
の
よ
う
で

異
様
な
静
け
さ
だ
っ
た
」（
沼
田
談
）の
は
こ
れ
以
降
か
。

二
十
年
六
月
、
東
部
第
二
部
隊
が
分
教
場
を
、
七
月

に
は
運
輸
省
本
省
が
本
校
校
舎
を
使
用
。学
食「
キ
ャ
ッ

ス
ル
」
が
宿
直
や
軍
関
係
者
の
食
事
を
作
っ
た
と
二
代

目
主
人
の
福
本
豊
氏
は
語
る
。

音
校
の
昭
和
十
九
年
度
概
算
要
求
は
「
甲
種
師
範
科

年
限
延
長
と
増
募
」
を
筆
頭
に
、
国
防
上
防
空
と
水
中

聴
音
に
必
要
な
「
音
感
教
育
研
究
施
設
」、
日
本
音
楽

に
よ
る
大
東
亜
共
栄
圏
内
諸
民
族
の
指
導
に
喫
緊
の

「
国
民
音
楽
文
化
研
究
所
施
設
」
を
記
し
、
年
限
延
長

を
実
現
さ
せ
た
。
時
局
と
折
り
合
い
つ
つ
存
続
と
充
実

を
図
っ
た
音
校
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

東
京
音
楽
学
校
生
の
陸
軍
軍
楽
隊
入
隊 

後
篇

第
十
一
回

昭
和
十
九
年
十
月
、
陸
軍
戸
山
学
校
軍
楽
隊
に
入
隊
し
た
東
京
音
楽
学
校
生
十
四
名
。

戦
後
日
本
の
音
楽
史
を
彩
っ
た
音
楽
家
た
ち
が
証
言
す
る
戦
時
下
の
軍
楽
隊
の
日
々
。

橋
本
久
美
子

述
懐
さ
れ
る
軍
楽
隊
で
の
活
動

戦
中
の
東
京
音
楽
学
校
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軍
楽
隊
を
経
た
十
四
名
の
戦
後
は
─
─
芥
川
也
寸
志

＝
管
弦
楽
、
映
画
音
楽
、
Ｃ
Ｍ
作
曲
、
う
た
ご
え
運
動
、

新
日
本
交
響
楽
団
結
成
、
日
本
音
楽
著
作
権
協
会
理
事

長
。
石
津
憲
一
＝
バ
リ
ト
ン
、
愛
知
県
立
芸
術
大
学
名

誉
教
授
。
伊
藤
榮
一
＝
終
戦
翌
年
ト
ロ
ン
ボ
ー
ン
専
攻

で
再
入
学
。
編
曲
、
指
揮
。
現
役
の
合
唱
指
揮
者
。
東

京
学
芸
大
学
名
誉
教
授
。
内
田
富
美
彌
＝
ト
ラ
ン
ペ
ッ

ト
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
が
抜
群
だ
っ
た
と
高
澤
評
。
奥
村
一

＝
ピ
ア
ノ
と
吹
奏
楽
を
結
び
つ
け
た
作
品
で
吹
奏
楽
界

に
貢
献
。
梶
原
完
＝
ピ
ア
ニ
ス
ト
、
本
学
助
教
授
を
経

て
ベ
ッ
ツ
ド
ル
フ（
独
）の
ア
ド
ル
フ
音
楽
院
教
授
。
北

爪
規
世
＝
読
売
日
本
交
響
楽
団
の
ヴ
ィ
オ
ラ
首
席
奏

者
。
齋
藤
高
順
＝
航
空
自
衛
隊
航
空
中
央
音
楽
隊
長
、

警
視
庁
音
楽
隊
長
。
代
表
作
《
ブ
ル
ー
イ
ン
パ
ル
ス
》、

小
津
映
画
「
東
京
物
語
」。
鈴
木
良
一
＝
京
都
市
立
芸

術
大
学
で
後
進
の
指
導
。
團
伊
玖
磨
＝
オ
ペ
ラ《
夕
鶴
》

《
素す

さ
の
お

戔
鳴
》、
交
響
曲
、
歌
曲
、
著
作
『
パ
イ
プ
の
煙
』

等
。
沼
田
元
一
＝
北
海
道
教
育
大
学
名
誉
教
授
。
早
川

博
二
＝
歌
謡
曲
と
吹
奏
楽
等
作
曲
、
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
奏

者
、
指
揮
者
。
萩
原
哲
昌
＝
《
ス
ー
ダ
ラ
節
》《
い
い
湯

だ
な
》
等
ク
レ
ー
ジ
ー
キ
ャ
ッ
ツ
の
ほ
と
ん
ど
の
曲
を

作
編
曲
。
藤
島
義
勝
＝
都
留
文
科
大
学
教
授
。

軍
楽
隊
の
件
は
戦
時
下
の
東
京
音
楽
学
校
の
一
場
面

に
す
ぎ
な
い
。
国
策
か
ら
生
徒
個
人
個
人
の
経
験
に
至

る
ま
で
掘
り
起
こ
し
て
は
じ
め
て
、
全
体
像
の
解
明
に

近
づ
く
で
あ
ろ
う
。

（
は
し
も
と
・
く
み
こ
／
音
楽
学
部
講
師
）

次
号
予
告

日
本
の
古
美
術
の
破
壊
、
散
逸
状
況
に
敢
然
と
挑
み
、

全
国
調
査
、
研
究
、
保
護
制
度
づ
く
り
、
学
術
的
修
理

に
大
き
く
貢
献
し
た
岡
倉
天
心
・
東
京
美
術
学
校
の
活

動
を
振
り
返
る
。

２.裏庭に防空壕を掘る（昭和16年  畑中良輔名誉教授提供）
３.女子生徒の執銃訓練（昭和16年  畑中良輔名誉教授提供）
４.軍事教練 遭遇戦（昭和17年7月  軽井沢）
５.奏楽堂に取り付けられた見張り台。宿直教員、甲種師範科生徒等が交替で敵機襲来を見張った

１.音校の軍楽生徒も加わった昭和20年陸軍記念日 （長田暁二『日本軍歌全集』音楽之友社 昭和51年）。地面が濡れているのは雨ではなく、大空襲時の消火活動で使われた大量の水が靖国神社の
　 坂下に集まったため （高澤談）。同書掲載の写真は左右反転しており（谷村政次郎他指摘）、今回が本来の写真である

2
3

45

「
日
本
美
術
の
保
護
」　

吉
田
千
鶴
子

十
四
名
の
華
々
し
い
戦
後

注１　

前
篇
で
藤
島
氏
の
専
攻
が
オ
ー
ボ
エ
と
あ
る
の
は
軍
楽
生
徒
に
な
っ
て

か
ら
で
、
音
校
で
は
ピ
ア
ノ
で
す
。
お
詫
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

２　

前
篇
写
真
１
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
中
、本
校
以
外
の
音
校
生
吹
奏
の
件
は
、

武
蔵
野
音
楽
大
学
総
務
課
と
国
立
音
楽
大
学
校
史
編
纂
準
備
室
の
協
力
に
よ

り
、
両
校
と
も
戦
前
に
は
管
楽
器
専
攻
生
は
在
籍
し
な
い
が
、
管
弦
楽
演
奏

や
ブ
ラ
ス
バ
ン
ド
の
慰
問
演
奏
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
ま
す
。
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Exhibition & Concert
香り かぐわしき名宝
Fragrance - the Aroma of Masterpieces

展 覧 会 & 演 奏 会

情 報
Information 

展覧会スケジュール （2011年2月10日現在の情報です。今後予告なく変更することがございます。）

芸大コレクション展 – 春の名品選
「香り かぐわしき名宝」展
海外の日本美術品の修復 在外日本古美術品保存修復協力事業

うらめしや～、冥途のみやげ 
―全生庵・三遊亭圓朝　幽霊画コレクションを中心に―

区長賞創設 30 周年記念 台東区コレクション展（仮称）

平成本「源氏物語絵巻」（仮称）

「中国現代美術の断面」ほか（仮称）

木島教授企画展（仮称）

日本画第 2 研究室「素描展」（仮称）

日本画第 1 研究室 ICHIKENTEN（仮称）

島田教授企画展（仮称）

彫刻展示室（田中記念室）開室

4月7日（木）～ 5月29日（日）
4月7日（木）～ 5月29日（日）
6月7日（火）～ 6月19日（日）
7月2日（土）～ 8月21日（日）

7月5日（火）～ 8月21日（日）（予定）
9月9日（金）～ 9月25日（日）（予定）

5月  9日（月）～ 6月20日（月）
6月24日（金）～ 7月10日（日）
7月（未定）
8月30日（火）～ 9月11日（日）（予定）
9月（未定）

4月29日（金・祝）～ 5月12日（木）

入場料：一般300円　学生100円（中学生以下は無料）
入場料：一般1,300円　学生800円（中学生以下は無料）
入場料：無料
入場料：一般1,000円　学生600円（中学生以下は無料）

入場料：無料
入場料：未定

入場料：未定
入場料：無料
入場料：無料
入場料：無料
入場料：無料

入場料：無料

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

※ 展覧会の名称・会期については、変更することがございます。

※ 本学には駐車場はございませんので、お車でのご来館はご遠慮ください。

※ 展覧会についてのお問い合わせ先
　 ● ハローダイヤル　　TEL：03-5777-8600
　 ● 大学美術館　　　　TEL：050-5525-2200

※ 展覧会の紹介は、下記ウェブサイトでご覧になれます。
　 http://www.geidai.ac.jp/museum/

右：速水御舟「夜梅」
1930年（昭和5）東京国立近代美術館所蔵

（全会期展示）

下：鈴木春信「梅の枝折り」
江戸時代 18世紀 山種美術館所蔵

（展示期間4月7日～ 5月8日）

大学美術館本館

陳列館

正木記念館

TOPIC

1

1

4月7日から 5月29日まで、本学大学美術館において「香り
かぐわしき名宝」展が開催されます。

6世紀、仏教伝来とともに日本人は香木を焚くことを知りま
した。以来、日本では「香り」を仏教文化、貴族文化、武家文化、
庶民文化のなかで育み、世界に稀な香りの文化を生み出して
きました。本展は、香りにまつわるさまざまな美術作品を紹
介しながら、目に見えない香りの魅力を、人間の五感や想像
力を頼りに味わっていただこうというものです。

本展は、「香りの日本文化」「香道と香りの道具」「絵画の香り」と
いう3つの大きな柱で構成されます。「香りの日本文化」は2章に
わけて、古代から近代までの日本人と香りとのかかわりを名宝の
数々を通じて概観します。「香道と香りの道具」では室町時代以降、
茶道、華道とともに独特な発展をとげた香道の世界を選りすぐっ
た香道具を中心に史料を交えて紹介します。そして、「絵画の香り」
では、江戸から近代にかけての絵画作品のなかから、<描かれた
香り>をテーマに精選した名作を展示いたします。
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Exhibition & Concert

和楽の美

※ 詳細につきましては、3月下旬発行予定の
　 「平成23年度コンサートスケジュール〈前期版〉」をご覧ください。

※ 演奏会の曲目、開演時間などの詳細については、
　 決定次第、大学ホームページで発表いたします。
　 http://www.geidai.ac.jp/

※ 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
　 ● 藝大アートプラザ　　　　　　　TEL：050-5525-2102 
　 ● ヴォートル・チケットセンター　TEL：03-5355-1280 
　 ● チケットぴあ　　　　　　　　　TEL：0570-02-9999
　 （一部携帯電話・PHS・IP電話はご利用いただくことができません。） 

　 ● 東京文化会館チケットサービス　TEL：03-5685-0650

※ 「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。
　 ● 音楽学部教務係　　　　　　　   TEL：050-5525-2309

※ 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

同声会新人演奏会　＜第1回＞ 古楽・ピアノ・弦楽器　　　　　　
　　　　　　　　　＜第2回＞ 邦楽・管打楽器・声楽
創造の杜　藝大 現代音楽の夕べ
藝大フィルハーモニア新卒業生紹介演奏会

「元禄～その時、世界は？」江戸の音風景～歌舞伎と文楽　

室内楽コンサート第1日
室内楽コンサート第2日

「元禄～その時、世界は？」琳派の美、ロココのこころ

学生オーケストラ定期演奏会
弦楽シリーズ　フェリックス・アーヨの「四季」
藝大フィルハーモニア定期演奏会
上野の森オルガンシリーズ
学長と語ろうⅨ　ゲスト：片岡護（イタリアンシェフ）
学生オーケストラ　プロムナード・コンサート
藝大ブラス学内演奏会～ソウル大学ブラスを迎えて
藝大とあそぼう　子どもの歌はだれのもの？
東京藝大チェンバーオーケストラ定期演奏会
管打楽器シリーズ　D.ヨナスとW.フックスを迎えて
時の響き
和楽の美

4月  9日（土） 

4月15日（金）
4月28日（木）
5月  7日（土）

5月11日（水）
5月14日（土）
5月15日（日）

5月27日（金）
6月  4日（土）
6月10日（金）
6月12日（日） 
6月18日（土）
6月28日（火）
6月30日（木）
7月  2日（土） 
7月  3日（日） 
7月14日（木）
8月  6日（土） 
9月 8日（木）

4月21日、  5月12日、19日、26日、 
6月2日、23日、30日、  7月7日、14日（いずれも木曜日）

13:00開演　
18:00開演
19:00開演
18:30開演
＜レクチャー＞15:00 ～
＜コンサート＞16:30開演
11:00開演
14:00開演
＜レクチャー＞15:00 ～
＜コンサート＞16:30開演
19:00開演
15:00開演
19:00開演
15:00開演
15:00開演
11:00開演
19:00開演
15:00開演
15:00開演
19:00開演
15:00開演
18:30開演

2,000円
（第1回・第2回共通券）

2,000円
1,500円

2,000円
2,000円
2,000円

2,000円
1,500円
2,000円
2,000円
2,000円
無料（事前申込制）
無料
無料
入場料未定
1,500円
2,000円
3,000円
3,000円

自由席

自由席
自由席

自由席
自由席
自由席

自由席
自由席
自由席
自由席
自由席
指定席
自由席
自由席
自由席
自由席
自由席
指定席
指定席

モーニング・コンサート 11:00開演 無料（要整理券） 自由席

演奏会スケジュール （2011年2月10日現在の情報です。今後予告なく変更することがございます。）

奏楽堂

TOPIC

2

2

「和楽の美」は毎年9月上旬、演奏藝術センターと邦楽科が手
を携えて開催する演奏会で、その特徴は邦楽科各専攻の枠を取
り払った横断的なコラボレーションにあります。それは時には
邦楽というジャンルさえ飛び越え、洋楽との相互浸透など、従
来の邦楽演奏会では味わえない新鮮な体験に満ちています。

さらにそのコラボレーションは音楽学部内だけにとどまらず、
美術学部との共同作業も大きな見どころのひとつです。昨年は、
平城遷都1300年の公式マスコット “せんとくん” の生みの親、
籔内佐斗司教授がデザインした孫悟空など、ユニークなキャラ
クターが登場する「南都の夢―悟空ひとり旅」が上演されまし
た。今年はその続編が予定されています。「和楽の美」2010年公演「邦楽絵巻 南都の夢―悟空ひとり旅」より
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◆
吉
村
誠
司
准
教
授
が「
再
興
第
九
十
五
回
院
展
」

　

内
閣
総
理
大
臣
賞
を
受
賞

　

美
術
学
部
絵
画
科
日
本
画
の
吉
村
誠
司
准
教
授

の
作
品
「
祭
壇
（
バ
リ
島
に
て
）」
が
、「
バ
リ
島

の
祭
壇
を
主
題
と
し
な
が
ら
、
作
者
独
特
の
モ
ザ

イ
ク
模
様
で
さ
ま
ざ
ま
な
夢
や
印
象
が
ち
り
ば
め

ら
れ
た
楽
し
さ
に
あ
ふ
れ
る
作
品
」
と
評
さ
れ
、

再
興
第
九
十
五
回
院
展
に
お
い
て
内
閣
総
理
大
臣

賞
を
受
賞
し
た
。

◆
前
田
宏
智
准
教
授
が
「
第
三
十
九
回
伝
統
工
芸

　

日
本
金
工
展
」
で
朝
日
新
聞
社
賞
を
受
賞

　

美
術
学
部
工
芸
科
彫
金
の
前
田
宏
智
准
教
授
の

作
品
「
銅
打
出
金
銀
彩
花
器
」
が
、
第
三
十
九
回

伝
統
工
芸
日
本
金
工
展
に
お
い
て
朝
日
新
聞
社
賞

を
受
賞
し
た
。

◆
松
下
計
准
教
授
と
八
木
澤
優
記
非
常
勤
講
師
が

　
「
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
デ
ザ
イ
ン
賞2010

」

　

優
秀
賞
を
受
賞

　

美
術
学
部
デ
ザ
イ
ン
科
の
松
下
計
准
教
授
と
八

木
澤
優
記
非
常
勤
講
師
が
総
合
デ
ィ
レ
ク
シ
ョ
ン

し
た
「
資
生
堂
・
サ
ン
ト
リ
ー
の
商
品
デ
ザ
イ

ン
展
」
が
、
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
デ
ザ
イ
ン
賞2010

に
お
い
て
優
秀
賞
を
受
賞
し
た
。

◆
松
下
計
准
教
授
が
「
Ｃ
Ｓ
デ
ザ
イ
ン
賞
」

　

準
グ
ラ
ン
プ
リ
を
受
賞

　

美
術
学
部
デ
ザ
イ
ン
科
の
松
下
計
准
教
授
が

デ
ィ
レ
ク
タ
ー
を
務
め
た
作
品
「C

O
LO

R　

STU
D

Y

」
が
、
Ｃ
Ｓ
デ
ザ
イ
ン
賞
に
お
い
て
準

グ
ラ
ン
プ
リ
を
受
賞
し
た
。

◆
塚
原
康
子
教
授
が「
第
二
十
七
回
田
邉
尚
雄
賞
」

　

を
受
賞

　

音
楽
学
部
楽
理
科
の
塚
原
康
子
教
授
の
著
書

『
明
治
国
家
と
雅
楽
―
伝
統
の
近
代
化
／
国
楽
の

創
成
』（
二
〇
〇
九
年
、
有
志
舎
刊
）
が
、
東
洋
音

楽
の
分
野
に
お
い
て
優
れ
た
研
究
成
果
を
対
象
と

す
る
第
二
十
七
回
田
邉
尚
雄
賞
を
受
賞
し
た
。

◆
東
京
藝
術
大
学
が
「
最
優
秀
学
校
賞
」
を
受
賞

　

カ
ナ
ダ
で
開
催
さ
れ
た
オ
タ
ワ
国
際
ア
ニ
メ
ー

シ
ョ
ン
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
に
お
い
て
、
学
生
の

作
品
三
作
が
入
選
す
る
な
ど
、
本
学
大
学
院
映

像
研
究
科
に
お
け
る
人
材
養
成
が
高
く
評
価
さ

れ
、
東
京
藝
術
大
学
に
「
最
優
秀
学
校
賞
（Best 

Anim
ation School Show

reel

）」
が
贈
ら
れ
た
。

◆
古
田
亮
准
教
授
が

　
「
第
三
十
二
回
サ
ン
ト
リ
ー
学
芸
賞
」
を
受
賞

　

大
学
美
術
館
の
古
田
亮
准
教
授
の
著
書
『
俵

屋
宗
達
―
琳
派
の
祖
の
真
実
』（
二
〇
一
〇
年
、

平
凡
社
刊
）
が
、「
俵
屋
宗
達
の
魅
力
を
一
般
の

読
者
に
語
り
な
が
ら
、
絵
画
の
見
方
の
変
化
を

見
事
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
優
れ
た
業
績
で
あ

る
」
と
評
さ
れ
、
第
三
十
二
回
サ
ン
ト
リ
ー
学

芸
賞
を
受
賞
し
た
。

◆
大
学
間
国
際
交
流
協
定
締
結

　

七
月
九
日
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
工
科
大
学
バ
ル
セ

ロ
ナ
建
築
学
部
（
ス
ペ
イ
ン
）
と
本
学
美
術
学
部

建
築
科
は
、
建
築
、
都
市
デ
ザ
イ
ン
と
そ
れ
に
関

す
る
芸
術
の
交
流
を
深
め
る
と
と
も
に
、
教
育
お

よ
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
。

　

一
月
十
一
日
、
ア
ア
ル
ト
大
学
工
学
部
建
築
学

科（
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
）と
本
学
美
術
学
部
建
築
科
は
、

建
築
、
都
市
デ
ザ
イ
ン
、
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
デ
ザ

イ
ン
に
関
す
る
芸
術
の
交
流
を
深
め
る
と
と
も
に
、

教
育
お
よ
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
七
か
国
（
地
域
）、
四
十
八

大
学
な
ど
と
な
っ
た
。

◆
Ｄ
Ｖ
Ｄ『
映
画
専
攻 

第
四
期
生
修
了
作
品
集

二
〇
一
〇
』
を
十
一
月
十
六
日
よ
り
発
売

　

二
〇
一
〇
年
三
月
に
修
了
し
た
映
画
専
攻
第
四

期
生
。
短
篇
、
長
篇
と
数
々
の
制
作
実
習
を
重
ね

て
き
た
学
生
た
ち
が
、
そ
の
集
大
成
と
し
て
取
り

組
ん
だ
修
了
制
作
五
作
品
を
、
今
年
も
Ｄ
Ｖ
Ｄ
と

し
て
発
売
。

　

収
録
さ
れ
る
作
品
は
、
在
学
中
に
沢
木
耕
太
郎

の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
集
「
人
の
砂
漠
」
を
、
豪
華

キ
ャ
ス
ト
陣
出
演
で
映
画
化
し
て
話
題
と
な
る
な

ど
、
今
後
の
活
躍
が
期
待
さ
れ
る
監
督
た
ち
の
作

品
群
で
あ
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
、
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

　

十
二
月
二
十
一
日
、
本
学
美
術
学
部
絵
画
棟
大

石
膏
室
に
お
い
て
、
文
化
庁
長
官
と
首
都
圏
お
よ

び
国
公
立
芸
術
系
大
学
学
長
に
よ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム「
豊
か
な
感
性 

強
い
日
本
へ
」が
開
催
さ
れ
た
。

　

こ
れ
は
、
文
化
審
議
会
文
化
政
策
部
会
に
お
い

て「
文
化
芸
術
の
振
興
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
」

（
第
三
次
基
本
方
針
）
が
審
議
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
伴
い
、
文
化
芸
術
の
振
興
を
通
じ
た
国
力
の
強

化
に
向
け
て
、
芸
術
系
大
学
が
果
た
す
べ
き
役
割

と
そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
を
目
的

に
実
施
さ
れ
た
も
の
。

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
近
藤
誠
一
文
化
庁
長
官
、

宮
田
亮
平
学
長
、
久
世
建
二
金
沢
美
術
工
芸
大

学
学
長
、
堤
剛
桐
朋
学
園
大
学
学
長
の
ほ
か
、

二
十
六
に
お
よ
ぶ
芸
術
系
大
学
の
学
長
ら
が
出
席

す
る
な
か
行
わ
れ
、
芸
術
系
大
学
、
地
域
、
官
公

庁
な
ど
多
種
多
様
な
組
織
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

構
築
し
相
乗
効
果
を
生
み
出
す
こ
と
や
、
人
々
の

持
つ
「
感
性
」
を
育
む
教
育
体
制
の
あ
り
方
な
ど

に
つ
い
て
活
発
に
意
見
が
交
わ
さ
れ
た
。

　

最
後
に
、取
り
ま
と
め
ら
れ
た
意
見
を
も
と
に
、

文
化
庁
と
芸
術
系
大
学
の
連
携
や
芸
術
系
大
学
相

互
の
連
携
の
一
層
の
強
化
な
ど
を
う
た
っ
た
「
政

策
提
言
」
が
宮
田
学
長
よ
り
発
表
さ
れ
、
近
藤
長

官
に
手
交
さ
れ
た
。

芸
術
系
大
学
学
長
か
ら
の
政
策
提
言

「
豊
か
な
感
性　

強
い
日
本
へ
」

　

長
い
歴
史
の
中
で
培
わ
れ
た
、
日
本
独
自
の
繊

細
な
感
性
と
磨
き
上
げ
ら
れ
た
匠
の
技
、
そ
し
て

思
い
や
り
の
心
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
荒
廃

を
も
乗
り
越
え
、
奇
跡
的
な
経
済
成
長
を
成
し
遂

げ
る
素
晴
ら
し
い
力
と
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
経
済
的
な
成
長
が
進
む
に
つ
れ
、

日
本
が
持
っ
て
い
た
文
化
の
素
晴
ら
し
さ
は

徐
々
に
失
わ
れ
、
近
年
で
は
将
来
の
展
望
を
描

く
こ
と
す
ら
困
難
な
状
況
に
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
文
化
と
は
人
間
の
営
み
全
て
を
包

摂
す
る
概
念
で
あ
り
、
我
々
は
、
心
が
十
分
に

育
っ
て
こ
そ
科
学
や
経
済
の
花
が
咲
く
こ
と
を

再
認
識
し
、
心
豊
か
な
社
会
を
実
現
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　

ま
た
、
文
化
芸
術
は
様
々
な
活
動
に
お
け
る
新

た
な
付
加
価
値
の
源
泉
で
あ
り
、
持
続
可
能
な
成

長
が
求
め
ら
れ
る
現
代
に
は
も
っ
と
も
相
応
し

く
、
創
造
性
や
感
性
豊
か
な
人
材
の
育
成
は
、
芸

術
家
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
「
強
い
日
本
」
の

実
現
の
た
め
の
喫
緊
の
課
題
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
た
め
、
芸
術
家
や
芸
術
活
動
を
支
え
る
人

材
の
育
成
を
使
命
と
す
る
芸
術
系
大
学
は
、
我
が

国
の
文
化
芸
術
の
発
展
に
積
極
的
に
貢
献
す
る
こ

と
を
目
指
し
、
以
下
の
政
策
を
提
言
す
る
。

一　

文
化
芸
術
の
社
会
と
の
連
携
を
推
進
し
、
我

が
国
の
文
化
芸
術
の
創
造
、
発
展
、
継
承
を
担
う

人
材
の
育
成
を
強
化
す
る
こ
と

二　

文
化
政
策
を
推
進
す
る
た
め
、
大
学
等
の
研

究
機
関
に
よ
る
文
化
芸
術
に
関
す
る
調
査
研
究
の

充
実
を
図
る
こ
と

三　

我
が
国
の
特
色
あ
る
文
化
芸
術
を
世
界
に
発

信
し
、
国
際
文
化
交
流
を
活
発
化
す
る
こ
と

四　

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
契
機
と
し
て
、
芸
術
系

大
学
相
互
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
作
り
や
、
文
化
庁
と

芸
術
系
大
学
と
の
連
携
に
加
え
、
初
等
中
等
教
育

に
お
け
る
芸
術
教
育
に
関
し
て
の
連
携
に
つ
い
て

も
一
層
強
化
す
る
こ
と

平
成
二
十
二
年
十
二
月

◆
「
豊
か
な
感
性  

強
い
日
本
へ
」

　

 
文
化
庁
長
官
と
芸
術
系
大
学
学
長 （
首
都
圏
及
び
国
公
立
）

　

 
に
よ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
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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

　東京藝術大学演奏芸術センター 
　Tel. 050-5525-2300

● 演奏会チケットの取り扱い

　藝大アートプラザ 
　Tel.050-5525-2102

　ヴォートル・チケットセンター
　Tel.03-5355-1280

　チケットぴあ
　Tel. 0570-02-9999　
　（一部携帯電話・PHS・IP 電話は
　ご利用いただくことができません。） 

　東京文化会館チケットサービス
　Tel. 03-5685-0650

● 藝大アートプラザのご案内

　Tel. 050-5525-2102

第22号刊行にあたって

　「東京藝術大学の価値は人にあり」
という視線で、これまでおもに人に
焦点を当てたリニューアルを進めて
まいりましたが、第22号においても
引き続きその精神を踏襲しさらな
るリニューアルを実施しました。
　今号から 2 つの新連載が始まって
います。ひとつは名だたる卒業生の
方々に現在のご自分のお立場と大
学時代に考えていたことや営んで
いたことがどう影響しているのか
をお訊ねする「卒業生に聞く」とい
うコーナーで、初回は建築専攻を修
了された石上純也氏にご登場願い
ました。もうひとつは「研究室探訪」
と題し、日頃うかがい知ることので
きない各研究室での指導風景を潜
入リポートするもので、こちらの初
回は、音楽学部器楽科でピアノの指
導を行っている粕谷美智子教授の
レッスン風景を取材させていただき
ました。どちらも大変興味深い内容
に仕上がっておりますので、ぜひお
楽しみください。

藝大通信編集長
松下 計

◆
平
成
二
十
二
年
度
「
藝
祭
」

　

九
月
三
日
か
ら
五
日
ま
で
、「Planet Arts

」

を
テ
ー
マ
に
「
藝
祭
」
が
開
催
さ
れ
た
。

　

初
日
に
は

美
術
学
部
・

音
楽
学
部
の

一
年
生
ら
が

ひ
と
夏
か
け

て
作
り
上
げ

た
八
基
の
神

輿
が
、
サ
ン
バ
隊
を
先
頭
に
上
野
公
園
を
練
り

歩
い
た
。
ま
た
学
内
で
は
、
三
日
間
に
わ
た
っ

て
展
示
・
演
奏
会
・
模
擬
店
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

イ
ベ
ン
ト
が
催
さ
れ
盛
大
な
賑
わ
い
を
み
せ
た
。

◆「
藝
大
ア
ー
ツ 

イ
ン 

東
京
丸
の
内
」

　

十
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
一
日
ま
で
、「
藝
大

ア
ー
ツ 

イ
ン 

東
京
丸
の
内
」
が
丸
ビ
ル
で
開

催
さ
れ
、
期
間
中
の
六
日
間
で
一
万
七
〇
〇
〇

名
を
超
え
る
来
場
者
を
迎
え
た
。

　

本
学
と
三
菱
地
所
株
式
会
社
が
共
同
主
催
す

る
「
藝
大
ア
ー
ツ 

イ
ン 

東
京
丸
の
内
」
は
、
本

学
の
若
い
才
能
に
よ
り
、
丸
の
内
か
ら
さ
ま
ざ

ま
な
文
化
・
芸
術
を
発
信
し
て
い
く
イ
ベ
ン
ト
。

　

四
年
目
と
な
る
今
年
は
、
近
藤
誠
一
文
化
庁

長
官
の
挨
拶
で
華
々
し
く
開
幕
。
続
く
宮
田
学

長
、
直
野
資
声
楽
科
教
授
、
高
橋
明
也
三
菱
一

号
館
美
術
館
館
長
に
よ
る
鼎
談
を
は
じ
め
、
美

術
、
音
楽
、
映
像
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
、

連
日
多
彩
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
展
開
し
、
丸
ビ
ル

に
来
場
し
た
お
客
様
を
魅
了
し
た
。

◆
学
長
と
語
ろ
う
Ⅷ

　

奏
楽
堂
ト
ー
ク
＆
コ
ン
サ
ー
ト

　

十
一
月
二
十
日
、
第
八
回
「
学
長
と
語
ろ
う

奏
楽
堂
ト
ー
ク
＆
コ
ン
サ
ー
ト
」
が
、
ゲ
ス
ト

に
俳
優
、
コ
メ
デ
ィ
ア
ン
、
画
家
や
ボ
ク
サ
ー

な
ど
多
方
面
で
ご
活
躍
の
片
岡
鶴
太
郎
さ
ん
を

招
い
て
開
催
さ
れ
、
約
一
〇
〇
〇
名
の
来
場
者

が
約
二
時
間
に
わ
た
り
対
談
と
演
奏
会
を
楽
し

ん
だ
。

　

第
一
部
は
〈
命
あ
る
も
の
～
片
岡
鶴
太
郎
さ

ん
を
迎
え
て
〉
と
題
し
、
片
岡
さ
ん
の
〝
赤
い

椿
〟
と
の
運
命
的
な
出
合
い
か
ら
画
家
を
目
指

し
た
こ
と
、
俳
優
や
コ
メ
デ
ィ
ア
ン
な
ど
全
て

の
活
動
の
基
本
に
〝
も
の
ま
ね
〟
が
あ
る
こ
と
、

さ
ら
に
は
宮
田
学
長
と
共
通
す
る
文
字
へ
の
コ

ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
過
去
に
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
、

随
所
に
も
の
ま
ね
や
漫
談
を
交
え
な
が
ら
語
ら

れ
、
来
場
し
た
観
客
を
楽
し
ま
せ
た
。

　

第
二
部
で
は
、対
談
の
お
礼
と
し
て
コ
ン
サ
ー

ト
が
開
か
れ
、
吹
奏
楽
に
よ
る
ル
イ

・

プ
リ

マ
「
シ
ン
グ
・
シ
ン
グ
・
シ
ン
グ
」
や
、
バ
グ

パ
イ
プ
を
取
り
入
れ
た
中
村
克
己
編
曲
「
バ
グ

パ
イ
プ
フ
ァ
ン

タ
ジ
ー
」
な
ど
、

バ
ラ
エ
テ
ィ
ー

に
富
ん
だ
プ
ロ

グ
ラ
ム
に
よ
る

演
奏
が
会
場
を

魅
了
し
た
。
演

奏
後
に
登
壇
し

た
片
岡
さ
ん
は
、

周
囲
の
リ
ク
エ

ス
ト
で
指
揮
に

初
挑
戦
す
る
な

ど
最
後
ま
で
な

ご
や
か
な
催
し

と
な
っ
た
。

◆
第
五
回 

藝
大
ア
ー
ト
プ
ラ
ザ
大
賞
展

　

十
一
月
二
十
三
日
か
ら
十
二
月
十
九
日
ま

で
、
第
五
回
「
藝
大
ア
ー
ト
プ
ラ
ザ
大
賞

展
」（
テ
ー
マ
は
「
呼
吸
」）
が
、
藝
大
ア
ー

ト
プ
ラ
ザ
に
て

開
催
さ
れ
た
。

こ
れ
は
、
学
生

の
制
作
活
動
の

成
果
を
広
く
社

会
に
発
信
す
る

た
め
平
成
十
八

年
度
か
ら
実
施

し
て
い
る
学
内

ア
ー
ト
コ
ン
ペ

で
、
厳
正
な
審

査
を
経
た
入
賞
作
品
を
展
示
、
販
売
す
る
も

の
。
五
回
目
を
迎
え
た
今
回
は
、
四
十
四
名

（
九
十
一
点
）
の
応
募
が
あ
り
、
そ
の
な
か
か

ら
選
ば
れ
た
四
十
一
名
（
八
十
二
点
）
の
作

品
が
会
場
の
藝
大
ア
ー
ト
プ
ラ
ザ
を
飾
っ
た
。 

　

藝
大
ア
ー
ト
プ
ラ
ザ
大
賞
を
受
賞
し
た
の

は
、
大
学
院
美
術
研
究
科
修
士
課
程
工
芸
専

攻
（
漆
芸
）
に
在
籍
す
る
玉
川
み
ほ
の
さ
ん

の
作
品
「
け
ろ
り
」。

◆
藝
大
フ
レ
ン
ズ
加
入
者
状
況

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

賛
助
フ
レ
ン
ズ 

個
人
二
三
一
名　

法
人
五
団
体 

特
別
賛
助
フ
レ
ン
ズ 

個
人
一
六
名

◆
今
年
度
下
半
期
に
開
催
さ
れ
た

　

主
な
展
覧
会
、
演
奏
会
記
録

《
大
学
美
術
館
》

シ
ャ
ガ
ー
ル
―
ロ
シ
ア
・
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
と

の
出
会
い
～
交
錯
す
る
夢
と
前
衛
～

　

会
期　

七
月
三
日
～
十
月
十
一
日

　

入
場
者
数　

二
〇
万
七
一
七
九
名

明
治
の
彫
塑　

ラ
グ
ー
ザ
と
荻
原
碌
山

　

会
期　

十
月
二
十
三
日
～
十
二
月
五
日

　

入
場
者
数　

一
万
三
三
二
三
名

黙
示
録
―
デ
ュ
ー
ラ
ー
／
ル
ド
ン

　

会
期　

十
月
二
十
三
日
～
十
二
月
五
日

　

入
場
者
数　

一
万
三
六
一
二
名

《
奏
楽
堂
》

藝
大
21　

和
楽
の
美

邦
楽
絵
巻
「
南
都
の
夢　

悟
空
ひ
と
り
旅
」

　

開
催
日　

九
月
九
日

　

入
場
者
数　

七
五
三
名

藝
大
オ
ペ
ラ
定
期
第
五
十
六
回

「
イ
ル
・
カ
ン
ピ
エ
ッ
ロ
」

　

開
催
日　

十
月
九
日
、
十
日

　

入
場
者
数　

八
四
五
名
、
八
四
七
名

ピ
ア
ノ
シ
リ
ー
ズ
第
五
回
「
響
」

～
ピ
ア
ノ
と
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
た
め
の
作
品

　

開
催
日　

一
月
十
日

　

入
場
者
数　

一
〇
五
四
名
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