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　「芸術学科って、実際どうなん？？」
本学科への入学に際してこんな疑問を抱く受験生はどのくらいいるだろう。「芸術学科」と
いう名前を実技系の学科と比較すると、そこに茫漠とした印象が存在するのは否めない。で
は実際にはどんな学生が在籍しているのだろうか。
　一般には、美大受験の対策として「石膏デッサン」がほぼ必須の課題となっている。だが、
デッサンではなく小論文を受験科目として選択できたり、センター試験のみで入れたりと、
「石膏デッサン」を経験していない学生が多数所属しているのが芸術学科だ。本学科の学生
たちは、「石膏像」をどんな風に見ているのか、また実際に石膏像にまつわる作品を制作す
るとしたら、どんなスタンスでアプローチするのか。在学生四人にインタビューすることで、
「石膏デッサン」を手がかりに芸術学科の本質を探った。

企画・取材・文＝向リサ

A
1　
も
と
も
と
高
校
時
代
か
ら
映
像
制
作
を
し
て
い
ま
し
た
。
た
だ
、
美
大
に
入

る
こ
と
は
ま
っ
た
く
考
え
て
い
な
く
て
、
一
般
の
大
学
で
社
会
学
な
ど
を
学

び
な
が
ら
、
そ
れ
と
は
別
に
個
人
で
制
作
し
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
で

す
が
、
一
般
大
学
で
は
十
分
で
は
な
く
、
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
と
共
通
す

る
点
も
あ
る
か
な
と
考
え
て
美
大
を
選
び
ま
し
た
。
芸
術
学
科
自
体
は
、
私

の
や
っ
て
い
る
こ
と
と
カ
ル
チ
ャ
ー
面
に
お
い
て
も
間
接
的
に
も
通
じ
る
部

分
が
あ
る
と
思
っ
た
の
で
選
び
ま
し
た
。

A
2　
美
大
生
に
な
る
な
ら
や
は
り
デ
ッ
サ
ン
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
道
な
の
で

し
ょ
う
か
。
私
は
美
大
生
な
の
に
「
絵
を
描
か
な
い
の
？
」
と
聞
か
れ
る
こ

と
も
よ
く
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
経
験
か
ら
も
、
美
大
生
と
石
膏
デ
ッ
サ
ン
が

イ
コ
ー
ル
で
つ
な
が
っ
て
い
る
気
が
し
ま
す
。

A
3　
私
は
石
膏
デ
ッ
サ
ン
の
意
義
は
観
察
が
メ
イ
ン
だ
と
思
い
ま
す
。
石
膏
像
は

人
間
の
形
を
し
て
い
て
一
番
き
れ
い
な
形
で
、
あ
る
意
味
人
間
ら
し
さ
の
な

い
人
間
像
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
人
間
ら
し
さ
を
ど
う
意
識
し
て
描

く
か
が
、
描
く
人
に
よ
っ
て
一
番
異
な
り
や
す
い
も
の
な
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
光
も
形
も
絶
対
に
変
化
し
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
見
る
人
に

よ
っ
て
異
な
る
表
現
に
な
る
、
描
き
出
さ
れ
る
絵
の
う
え
で
は
変
化
が
生
ま

れ
う
る
面
白
い
対
象
な
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
ま
す
。

A
4　
私
は
映
像
の
中
で
石
膏
像
を
登
場
さ
せ
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
実
は
先
日

自
分
で
制
作
し
て
い
る
映
像
の
中
で
使
用
し
て
み
た
の
で
す
が
、
そ
も
そ
も

の
形
が
と
て
も
美
し
く
、
ど
こ
か
「
無
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
て
、
映
像
の

中
で
は
そ
れ
が
と
て
も
映
え
る
と
感
じ
ま
し
た
。
映
像
の
中
で
何
か
を
伝
え

る
「
媒
体
」
と
し
て
取
り
入
れ
た
い
と
も
思
い
ま
す
。

A
5　
私
は
今
学
業
と
は
別
に
映
像
を
作
っ
た
り
し
て
お
り
、
そ
の
部
分
の
比
率
を

も
っ
と
大
き
く
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
同
時
に
芸
術
学
科
に
所
属
し
て

い
る
の
で
、
芸
術
の
中
で
い
ろ
い
ろ
な
分
野
に
興
味
を
持
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な

も
の
に
目
を
向
け
、
自
分
の
中
に
取
り
入
れ
て
い
く
こ
と
を
し
つ
つ
、
何
か

大
き
な
作
品
を
制
作
し
て
い
け
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

A
1　
も
と
も
と
は
美
大
を
目
指
し
て
な
か
っ
た
ん
で
す
。
一
般
の
国
立
大
学
を
目

指
し
て
い
て
、
現
役
合
格
を
は
た
せ
ず
浪
人
し
ま
し
た
。
映
画
や
本
が
好
き

で
し
た
が
、
美
大
に
つ
い
て
は
調
べ
た
こ
と
が
な
く
、
い
ざ
調
べ
て
み
る
と

面
白
そ
う
だ
な
と
思
っ
て
こ
の
学
科
を
志
望
し
ま
し
た
。
ア
ー
ト
な
ど
を
制

作
す
る
経
験
を
し
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
自
ら
の
心
に
問
い
か

け
て
、
た
だ
好
き
だ
な
と
感
じ
て
選
び
ま
し
た
。

A
2　
僕
は
ま
っ
た
く
デ
ッ
サ
ン
の
経
験
が
な
く
て
、
一
年
次
に
制
作
の
授
業
で
経

験
し
た
と
き
に
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
難
し
い
な
と
思
い
ま
し
た
。
講
評
会
で
も
酷

評
さ
れ
ま
し
た
。
ヌ
ー
ド
や
風
景
画
を
描
い
た
の
で
す
が
、
石
膏
像
は
さ
ら

に
難
し
い
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
あ
れ
だ
け
端
正
で
立
体
的
な
も
の
で
、

や
っ
ぱ
り
質
感
が
全
然
人
と
違
う
も
の
を
ど
う
描
く
の
か
、
ま
っ
た
く
わ
か

り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
無
知
な
僕
か
ら
す
る
と
石
膏
デ
ッ
サ
ン
を
通
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
ど
う
い
う
風
に
プ
ラ
ス
に
な
る
の
か
に
は
、
す
ご
く
興
味
が
あ
り

ま
す
。

A
3　
僕
な
り
に
思
う
の
が
、
石
膏
像
っ
て
形
態
美
を
す
ご
く
意
識
し
て
作
ら
れ
た

物
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
何
か
を
立
体
で
表
す
の
に
一
番
美
し
い
状
態

の
一
つ
が
石
膏
像
な
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
観
察
し
て
描

く
と
い
う
、
美
術
家
に
な
る
修
業
の
た
め
に
最
も
軸
と
な
る
部
分
を
体
得
す

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
映
像
を
作
る
に
し
て
も
な
ん
に
し

て
も
、
創
作
は
、
そ
う
し
た
軸
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
自
分
の
中
に
取
り
込
ん

で
、
さ
ら
に
崩
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
の
で
、
最
も
美
し
い
石
膏

像
を
ま
ず
初
め
に
デ
ッ
サ
ン
す
る
こ
と
で
、
そ
の
後
の
デ
ッ
サ
ン
に
も
枝
分

か
れ
し
て
い
く
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

A
4　
石
膏
デ
ッ
サ
ン
の
硬
い
イ
メ
ー
ジ
と
は
逆
に
そ
れ
を
崩
し
て
イ
ラ
ス
ト
を
描

く
か
、
コ
ラ
ー
ジ
ュ
を
作
る
か
の
二
択
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
僕
自
身
結
構

好
き
な
の
が
、
き
れ
い
に
描
か
れ
た
も
の
よ
り
も
雑
に
描
か
れ
た
イ
ラ
ス
ト

や
、
輪
郭
線
が
ブ
レ
ブ
レ
の
絵
画
で
す
。
調
和
の
崩
れ
た
部
分
な
ど
を
意
識

し
て
、
自
分
だ
っ
た
ら
色
の
な
い
石
膏
デ
ッ
サ
ン
と
比
較
し
て
斬
新
な
色
づ

け
を
し
た
り
を
コ
ラ
ー
ジ
ュ
し
た
り
し
て
、
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
を
作
っ
て
み
た

い
で
す
ね
。

徳川葉南さん（二年）
今までの活動歴≫NYLON JAPANビデオグラ
フィック、装苑オンラインビデオグラフィッ
ク、22nd DigiCon6 ASIAの最終審査通過優
秀作品
一言：映画の制作をしたいです。

尾上莉央さん（二年）
一言：グラフィックの制作をやってみたいで
す。服のデザインにも興味があります。最近
は「音」について、深みに入り込みました。
自分にとって大事な人たちや好きな人たちと
だけ、面白い感覚や価値観を共有していきた
いです。

以下の問いを四人の学生に聞いた。

Q1　あなたが芸術学科を選んだ理由を教えてください。また、なぜ美大の芸術学科でなければならなかったのですか？

Q2　美大受験の難関として「石膏デッサン」があります。それに対しての印象を教えてください。

Q3　「石膏デッサン」の意義はどこにあると考えていますか。

Q4　あなたが「石膏像」に関する作品を制作するとしたら、どのような作品にしますか。

Q5　これからどんな活動をしていきたいですか。また、大学卒業までに果たしたい夢はありますか。

A
1　
以
前
か
ら
、
学
芸
員
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
ほ
か
に
、
映

画
、
音
楽
、
本
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
が
好
き
だ
っ
た
の
で
、
そ
れ
ら
を
一
つ
に

学
べ
る
場
所
は
な
い
か
と
考
え
た
時
に
多
摩
美
術
大
学
の
芸
術
学
科
を
見
つ

け
ま
し
た
。
恩
師
の
先
生
か
ら
も
「
美
大
に
は
た
く
さ
ん
面
白
い
人
が
い
る

よ
」
と
背
中
を
押
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
こ
の
学
校
を
選
び
ま
し
た
。

A
2　
授
業
の
中
で
自
画
像
を
経
験
し
ま
し
た
が
、
い
つ
も
見
て
い
る
自
分
の
顔
で

さ
え
す
ご
く
難
し
い
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
石
膏
デ
ッ
サ
ン
を
描
い
て
い
る

人
を
見
て
い
て
、
集
中
力
と
心
の
準
備
が
必
要
だ
な
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

も
う
少
し
慣
れ
て
か
ら
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
た
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

A
3　
影
や
形
な
ど
物
を
よ
く
観
察
し
て
何
か
を
描
く
と
い
う
こ
と
が
入
り
口
と
な

り
、
い
つ
も
見
て
い
る
自
分
の
顔
が
〝 

静
物
化
〟
さ
れ
、
そ
れ
を
よ
く
眺

め
て
、
初
め
て
の
感
覚
を
得
る
と
い
う
こ
と
が
石
膏
デ
ッ
サ
ン
に
お
い
て
も

重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
、
そ
も
そ
も
何
か
を
制
作
す
る
う
え
で
と
て
も
大
切
に

な
っ
て
く
る
。
石
膏
デ
ッ
サ
ン
は
そ
れ
を
初
期
段
階
で
教
え
て
く
れ
る
も
の

だ
と
思
い
ま
す
。
大
学
に
入
っ
て
い
ろ
い
ろ
経
験
す
る
中
で
、「
物
を
観
察

す
る
と
い
う
こ
と
が
い
か
に
大
切
か
」
を
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

A
4　
ま
ず
石
膏
デ
ッ
サ
ン
の
〝 

観
察
〟
と
い
う
点
に
着
目
し
て
み
ま
し
た
。
私

は
以
前
か
ら
ヌ
ー
ド
、
つ
ま
り
人
の
形
に
興
味
が
あ
っ
て
、
そ
の
時
に
ま
っ

た
く
違
う
物
を
掛
け
合
わ
せ
る
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
イ
メ
ー
ジ
で
い
く
つ
か
の

ヌ
ー
ド
写
真
に
加
え
て
無
機
物
の
写
真
な
ど
を
集
め
、
コ
ラ
ー
ジ
ュ
な
ど
の

技
法
を
使
っ
て
肉
体
美
な
ど
を
表
現
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

A
5　
ま
だ
入
学
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
に
取
り
組
み
始
め
た
ば
っ
か
り
で
は
あ
り

ま
す
が
、
だ
か
ら
こ
そ
も
っ
と
い
ろ
い
ろ
な
人
の
絵
を
見
て
、
自
分
の
中
で

咀
嚼
し
て
作
品
を
作
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
古
典
的
な
や
り
方
を

し
っ
か
り
学
ん
だ
上
で
、
現
代
的
な
表
現
に
も
い
つ
か
は
移
っ
て
い
き
た
い

で
す
ね
。
最
終
的
に
は
自
分
の
身
長
よ
り
大
き
な
作
品
を
作
っ
て
み
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

A
1　
私
は
学
芸
員
を
目
指
し
て
い
て
、
他
の
一
般
私
大
や
、
い
く
つ
か
の
美
大
・

芸
大
も
受
け
ま
し
た
。
そ
し
て
合
格
し
た
と
こ
ろ
を
比
べ
て
み
て
、
多
摩
美

術
大
学
が
東
京
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
多
く
の
情
報
に
触
れ
ら
れ
る
と
思

い
、
本
学
科
を
選
び
ま
し
た
。

A
2　
小
論
文
対
策
で
美
術
予
備
校
に
通
っ
て
い
た
と
き
に
周
り
で
石
膏
デ
ッ
サ
ン

を
描
い
て
い
る
人
を
見
て
い
ま
し
た
。
鉛
筆
を
握
っ
て
ひ
た
す
ら
描
く
様
子

を
見
て
い
る
と
、
い
か
に
も
美
術
大
学
を
目
指
し
て
い
る
学
生
だ
と
感
じ
ま

し
た
。
美
大
受
験
を
象
徴
す
る
課
題
だ
と
思
い
ま
す
。

A
3　
な
ん
だ
ろ
う
？　
リ
ア
ル
な
人
間
を
デ
ッ
サ
ン
の
対
象
と
す
る
場
合
と
は

違
っ
て
、
す
べ
て
の
パ
ー
ツ
が
石
膏
で
で
き
て
い
る
こ
と
が
、
石
膏
デ
ッ

サ
ン
の
あ
る
種
の
メ
リ
ッ
ト
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
ど
ん
な
テ
ク
ス

チ
ャ
（
質
感
）
な
の
か
。
つ
ま
り
質
感
表
現
も
、
描
く
対
象
物
を
観
察
す
る

う
え
で
は
す
ご
く
大
事
。
そ
れ
を
鍛
え
る
た
め
に
も
、
石
膏
デ
ッ
サ
ン
は
重

要
だ
と
思
い
ま
す
。

A
4　
私
は
石
膏
像
を
観
察
し
て
、
平
面
に
起
こ
す
こ
と
こ
そ
が
石
膏
デ
ッ
サ
ン
の

意
義
だ
と
考
え
、
逆
に
あ
え
て
石
膏
デ
ッ
サ
ン
を
見
て
そ
の
雌
型
を
立
体
で

作
っ
て
み
た
い
。
そ
し
て
そ
の
型
に
石
膏
を
流
し
入
れ
て
立
体
に
起
こ
し
、

ど
れ
だ
け
モ
デ
ル
と
な
っ
た
石
膏
像
と
近
い
か
な
ど
を
比
較
し
て
み
る
と
、

凹
凸
の
把
握
な
ど
が
逆
転
し
て
面
白
い
イ
メ
ー
ジ
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な

と
思
い
ま
す
。

A
5　
自
分
は
作
品
制
作
と
い
う
の
は
本
当
に
ス
ロ
ー
で
落
書
き
程
度
の
こ
と
し
か

し
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
美
大
な
の
で
制
作
し
て
み
た
い
気
持
ち
も
あ
り

ま
す
。
芸
術
学
科
に
い
る
の
で
、
理
論
も
勉
強
し
た
上
で
そ
れ
に
基
づ
い
た

作
品
を
作
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

赤荻李香さん（一年）
一言：自主企画の展覧会を開きたい。あと芸
学には本当にいい仲間がたくさんいます。

岩渕夏樹さん（一年）
一言：キュレイションをしてみたいです。石
膏像にまったく触れたことのない人が入学で
きるのも、芸術学科のよさだと思います。

～「石膏デッサン」の意義を考えながら～
「芸術学科って　　　実際どうなん ??」
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「
何
を
勉
強
し
て
い
る
の
？
」
と
言
わ
れ
が
ち
な
芸
術
学
科
。

何
を
勉
強
す
る
か
は
学
生
に
よ
っ
て
千
差
万
別
。
何
で
も
勉
強
で
き
る
と
こ
ろ
が
芸
学
の
魅
力
で
あ
る
。

勉
強
し
た
い
こ
と
が
あ
る
人
は
い
く
ら
で
も
深
め
ら
れ
る
し
、

ま
だ
何
を
勉
強
し
よ
う
か
迷
っ
て
い
る
…
と
い
う
人
に
こ
そ
お
誂
え
向
き
な
芸
学
。

特
に
、
学
芸
員
に
ち
ょ
〜
っ
と
で
も
興
味
が
あ
る
方
に
は
と
て
も
有
意
義
な
学
科
で
あ
る
！

取材・文＝里石真留美

　

 

皆
さ
ん
は
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
多
摩
美
の
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
こ
と
を
。

「
博
物
館
に
関
す
る
専
門
科
目
」
は
卒
業
単
位
に
含
ま
れ
な
い

　
学
芸
員
資
格
を
取
る
た
め
に
は
、「
博
物
館
に
関
す
る
専
門
科
目
」
を
十
九
単
位
、「
本
学
が
定
め
る
科
目
」
を
十
二
単
位
履
修
し

た
上
で
学
位
を
取
得
す
る
必
要
が
あ
る
。
十
九
単
位
も
取
る
の
に
、
卒
業
単
位
に
含
ま
れ
な
い
!?

　
ご
安
心
を
。
芸
術
学
科
で
は
、「
美
術
館
に
関
す
る
専
門
科
目
」
が
「
芸
術
学
科
開
設
科
目
」
と
し
て
設
け
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

こ
れ
ら
の
科
目
を
履
修
す
る
と
「
博
物
館
に
関
す
る
専
門
科
目
」
履
修
者
と
同
等
の
権
利
が
得
ら
れ
る
上
に
、
獲
得
単
位
を
卒
業
要

件
に
組
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
「
ち
ょ
っ
と
学
芸
員
に
興
味
が
あ
る
け
ど
、
本
格
的
に
資
格
を
取
る
か
は
迷
う
な
あ
…
」「
そ
も
そ
も
学
芸
員
が
何
を
し
て
い
る
の

か
分
か
ら
な
い
」
と
い
う
学
生
も
、
気
楽
に
授
業
を
覗
い
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
授
業
を
受
け
て
み
て
、
や
っ
ぱ
り
違
う
と
思
っ

た
ら
資
格
課
程
を
抜
け
て
も
大
丈
夫
。
も
ち
ろ
ん
、
毎
年
少
な
か
ら
ぬ
芸
学
生
が
学
芸
員
資
格
を
取
得
し
て
い
る
。
学
芸
員
と
し
て

社
会
で
活
躍
し
て
い
る
者
も
、
実
際
に
多
い
。

　
そ
れ
で
は
、
芸
学
開
設
の
「
美
術
館
に
関
す
る
専
門
科
目
」
に
は
ど
の
よ
う
な
授
業
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？　
こ
の
記
事
で
は
、

筆
者
が
受
講
し
て
面
白
か
っ
た
授
業
を
い
く
つ
か
紹
介
す
る
。

① 美 術 館 資 料 論
　「美術館に関する専門科目」と聞いて、すぐに思い浮かべる
のは美術館の歴史や現状を学ぶ授業。美術館資料論は、まさに
美術館の基礎知識を学ぶことができる授業である。
　美術館は、王族が持つコレクションを公開するためのサロン
から始まった。歴史と複雑な世界情勢に翻弄されてきた美術館
は、戦争と侵略の爪痕を今日に残す。美術館に保管されている
略奪品の存在は、昨今の国際間の軋轢の原因にもなっている。
　美術館資料論では、美術館の歴史の概略を学んだ上で、後半
は美術館の抱える国際問題について大きく取り上げる。学芸員
として働くつもりはなくても、一般教養として知っておきたい
知識ではないだろうか。
　担当教員は木下京子先生。日本美術史の研究者で、米国の
フィラデルフィア美術館東洋美術部で学芸員を務めた経歴を
持っている。

② 美 術 館 教 育 論
　美術館は「研究・展示・教育」機関として三柱の役割を担っ
ている。展示活動や教育活動を指揮する学芸員には、作品を効
果的に紹介したり、イベントを企画したりするために、クリエ
イティブな発想力が常に求められる。
　美術館教育論はグループワークや制作が頻繁に行われる授業
である。発表とディスカッションの機会が多く、実際に自分の
手を動かして作品の魅せ方を学んだり、他の学生の発表を聞い
て自分とは違う視点を知ることができる。クリエイティブな循
環を持つ授業である。
　美術館教育論では毎年、多摩美内に点在する彫刻の解説シー
トを作成する。解説シートの読者を設定し、彫刻をより効果的
に鑑賞してもらうための紹介文、使用素材を検討する。そし
て、最終的には履修者全員の前で発表を行う。
　担当教員は家村珠代先生。目黒区美術館で学芸員として長く
活動した後にフリーのキュレーターに転じた。現代のキュレー
ションの可能性と、これからの美術館のあり方について研究し
ている。

③ 美 学 特 論
　学芸員になるために美学の知識がいるの！？と思った方。美
学特論は、学芸員課程の「本学が定める科目」に該当する芸術
学科開講科目である。
　前述の通り、学芸員資格を取るためには、「本学が定める科
目」から12単位を所得する必要がある。その中には各美術史
の概論や、写真論、民族論などが定められている。これらの科
目に加えて、芸学生はいくつかの芸術学科開講科目をさらに

「本学が定める科目」として認定することができる。
　つまり、芸学生は「本学が定める科目」として選べる授業の
バリエーションが豊富なのである。美学特論はこの芸術学科開
講科目のうちの一つだ。
　美学特論の授業では、「美学とは何か？」という基礎知識か
ら始まり、プラトン哲学やギリシャ神話に間口を広げて「美」
のあり方を探っていく。一般教養としても有用で、哲学や思想
に興味がある学生は大変面白く受講することができるだろう。
学芸員としての進路を視野に入れていない芸学生も多く履修し
ている。
　担当教員は川瀬智之先生。多摩美芸術学科の卒業生である。
多摩美の他に東京藝術大学芸術学科でも教鞭を執っている （本
誌18ページの「そこからここへ」にも関連記事）。

本学開講科目名(芸術学科) 

●博物館に関する科目（計19単位）
生涯学習概論 R 

美術館概論 
美術館経営論 
美術館資料論 

美術館資料保存論 
美術館展示論 
美術館教育論 

美術館情報・メディア論 
博物館実習 RI 
博物館実習 RII 

●本学が定める科目 （計12単位以上）
西洋美術史概論 
日本美術史概論 
東洋美術史概論 
東洋彫刻史 -1,-2

文化財学
写真論 -1,-2 
民俗学 -1,-2 

現代美術 -1,-2
芸術材料学 I・II・III-1,-2 

日本近代美術史
近・現代美術史

美学特論
キュレイトリアル論

学
芸
員
っ
て
何
？

と
り
あ
え
ず
芸
学
に
お
い
で
！
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新
た
な
交
流
の
場
を
作
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
蔓
延
し
、
一
部
屋
に
履
修

学
生
全
員
が
集
ま
っ
て
授
業
を
受
け
る
こ
と
が
困
難

に
な
っ
た
中
、
ど
う
す
れ
ば
学
生
同
士
が
交
流
で
き

る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
か
と
須
山
先
生
は
考
え
て
い

た
。Instagram

上
に
学
生
が
写
真
を
投
稿
す
る
こ
と

に
よ
り
、
他
の
学
生
が
撮
っ
た
も
の
を
見
合
う
こ
と

が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
互
い
の
制
作
物
に
批
評

性
を
も
っ
て
触
れ
合
う
と
い
う
、
美
術
大
学
で
重
要

な
学
生
同
士
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
可
能
に
な

る
の
だ
。

　
須
山
先
生
は
、Instagram

上
に
学
生
の
撮
影
し
た

写
真
が
並
ぶ
光
景
を
最
終
的
に
「
世
界
に
一
冊
の

本
た
ち
が
挿
さ
れ
た
、
小
さ
な
本
棚
」
と
表
現
し

た
。
確
か
に
、
規
則
的
に
正
方
形
の
画
像
が
並
ん
だ

光
景
は
、
綺
麗
に
背
表
紙
が
並
ぶ
本
棚
に
近
し
い
印

象
を
与
え
る
。
画
像
を
タ
ッ
プ
す
る
こ
と
で
、
一
人

の
学
生
が
作
り
あ
げ
た
作
品
を
見
る
こ
と
が
で
き
る

の
だ
。
美
術
大
学
で
芸
術
を
学
ぶ
中
で
、
身
近
な
メ

デ
ィ
ア
の
一
つ
で
あ
るInstagram

を
課
題
に
使
用

す
る
と
い
う
大
胆
な
手
法
は
、
非
常
に
刺
激
的
な
芸

術
表
現
の
一
つ
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
取
材
・
文
・
レ
イ
ア
ウ
ト
＝
奥
谷
笑
子

た
。
身
近
な
風
景
か
ら
、「
文
字
で
は
な
い
が
、
文

字
に
見
え
る
形
」
を
探
し
、
撮
影
す
る
と
い
う
内
容

で
、
撮
影
し
た
写
真
はInstagram

に
投
稿
す
る
よ

う
に
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
授
業
で
は
、
課
題
を

提
出
す
る
場
と
し
てInstagram
が
活
用
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
、
須
山
先
生
の
考
え
た
、
学
生
同
士
の

れ
た
単
語
な
ど
の
言
葉
に
対
す
る
記
憶
。
も
う
一
つ

は
、「
文
字
」
と
い
う
形
そ
の
も
の
に
対
す
る
記
憶

だ
。
最
後
に
、
須
山
先
生
は
学
生
に
「
私
た
ち
に
、

像
を
結
ば
せ
る
も
の
は
何
で
し
ょ
う
か
？
」
と
問
い

か
け
た
。

　
こ
れ
ら
を
読
み
終
え
た
後
に
、
課
題
が
提
示
さ
れ

　
二
〇
二
〇
年
六
月
五
日
十
時
四
十
分
、
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
﹇A

ir Language program

﹈
に
ロ
グ
イ
ン
。「
芸

術
基
礎
・
こ
と
ば
－
1　
須
山
悠
里
」
と
書
か
れ
た

サ
イ
ト
を
ク
リ
ッ
ク
し
、
そ
の
中
に
あ
る
「0605_

suyam
a

」
と
い
う
部
分
を
開
く
。
本
学
科
の
非
常
勤

講
師
、
須
山
悠
里
先
生
の
講
義
の
始
ま
り
だ
。
こ
の

日
の
テ
ー
マ
は
「
記
憶
」。
私
た
ち
が
日
々
触
れ
て

い
る
「
文
字
」
を
「
見
る
」
こ
と
を
起
点
に
、
記
憶

に
つ
い
て
考
え
て
い
く
。

　
そ
の
例
と
し
て
、
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
・
デ
ザ
イ
ナ
ー

で
あ
る
大
原
大
次
郎
氏
の
《
も
じ
ゅ
う
り
ょ
く
の
モ

ビ
ー
ル
》
と
い
う
作
品
が
紹
介
さ
れ
た
。「
も
じ
ゅ

う
り
ょ
く
」
と
は
、「
文
字
」
と
「
重
力
」
を
掛
け

合
わ
せ
た
造
語
だ
と
い
う
。
こ
の
作
品
は
、
と
あ
る

言
葉
を
構
成
す
る
文
字
を
一
つ
一
つ
の
要
素
に
分
解

し
て
い
き
、
そ
れ
を
モ
ビ
ー
ル
と
し
て
再
構
成
さ
せ

た
も
の
を
三
次
元
空
間
に
放
っ
た
映
像
作
品
だ
。
糸

で
吊
る
さ
れ
た
紙
製
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
定
着
す
る

こ
と
な
く
動
き
続
け
る
。
そ
し
て
、
時
折
モ
ジ
ュ
ー

ル
同
士
が
重
な
り
合
い
、
文
字
を
形
成
す
る
の
だ
。

そ
の
と
き
、
鑑
賞
者
は
そ
こ
に
あ
る
文
字
を
意
味
の

あ
る
言
語
と
し
て
知
覚
す
る
。
須
山
先
生
は
こ
の
作

品
で
文
字
を
読
む
と
き
の
一
連
の
流
れ
に
、
二
つ
の

記
憶
が
関
わ
っ
て
い
る
と
述
べ
る
。
一
つ
は
形
成
さ

芸
術
学
科
の
一
年
生
の
必
修
授
業「
芸
術
基
礎
・
こ
と
ば
」。

芸
術
学
の
基
礎
と
し
て
の「
こ
と
ば
」と「
書
物
」の
本
質
に
つ
い
て
学
ぶ
。

学
生
た
ち
は
、実
際
に
作
品
を
作
り
な
が
ら
社
会
に
お
け
る

「
書
物
」の
存
在
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
。

そ
の
作
品
の
提
示
場
所
と
し
て
、Instagram

が
利
用
さ
れ
た
。

担
当
教
員　

須
山
悠
里

授
業
名

芸
術
基
礎
・
こ
と
ば

衝
撃
！　

課
題
に
イ
ン
ス
タ
を
使
う
授
業

（すやま・ゆうり）
デザイナー。1983年東京生まれ。
主な仕事に、『ロベール・クートラス作品集　ある画
家の仕事』（エクリ）、『日高理恵子作品集 1979–2017』

（NOHARA）、津田直『エリナスの森』（handpicked）、鈴
木ヒラク『SILVER MARKER』（HeHe）、鈴木理策『知覚
の感光板』（赤々舎）のブックデザイン。「MOTコレク
ション」（東京都現代美術館）、『杉戸洋 とんぼとのりし
ろ』（東京都美術館）、『長島有里枝　そしてひとつまみ
の皮肉と、愛を少々。』（東京都写真美術館）、「鏑木清方 
幻の《築地明石町》」（東京都国立近代美術館）、「生命の
庭 Garden of Life」（東京都庭園美術館）の展覧会グラ
フィック。ファッションブランド「writtenafterwards」
の継続したアートディレクションなど。

『小林且典作品集　ひそやかな眼差し』（みすず書房）で
「造本装幀コンクール 印刷産業協議会会長賞」、『日菓
のしごと 京の和菓子帖』（青幻舎）で、「造本装幀コン
クール 日本書籍出版協会理事長賞」を受賞。

本授業のInstagramの画面。履修生のみが見られる設定になっている

※「芸術基礎・ことば」は2021年度からは他の教員が担当します。

授業探見
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「
現
役
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
り
続
け
る
」

　
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
る
小
川
敦
生
教
授
の
授
業

は
、
本
格
的
な
雑
誌
制
作
や
芸
術
と
経
済
の
関
係
性

の
分
析
な
ど
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　
木
曜
日
三
、四
限
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
設
計
ゼ

ミ
で
は
、
ア
ー
ト
誌
『W

hooops!

』
を
年
三
回
制

作
し
て
い
る
。
学
生
が
企
画
立
案
か
ら
取
材
、
記
事

作
成
ま
で
の
通
常
の
出
版
社
の
仕
事
を
小
川
教
授
が

編
集
長
と
し
て
指
導
し
な
が
ら
行
っ
て
い
く
の
が
大

き
な
特
徴
で
あ
る
。
発
行
時
期
は
夏
の
「
オ
ー
プ
ン

キ
ャ
ン
パ
ス
」、秋
の「
芸
術
祭
」及
び
年
明
け
だ
。「
雑

誌
名
も
ロ
ゴ
も
発
行
時
期
も
、
私
が
本
学
の
教
員
に

な
っ
た
二
〇
一
二
年
に
ゼ
ミ
生
が
提
案
し
て
決
ま
っ

た
」
と
い
う
。

　
二
〇
二
〇
年
度
は
コ
ロ
ナ
禍
が
大
き
く
影
響
し
た
。

昨
年
七
月
末
に
発
行
さ
れ
た
夏
号
で
は
、
編
集
会
議

は
全
て
オ
ン
ラ
イ
ン
で
行
わ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
日

本
に
入
国
で
き
な
か
っ
た
留
学
生
も
ほ
か
の
学
生
と

同
様
に
参
加
で
き
た
と
い
う
。
雑
誌
の
顔
で
あ
る
表

紙
に
は
、
コ
ロ
ナ
を
象
徴
す
る
イ
ラ
ス
ト
を
据
え
た
。

猫
の
ロ
ゴ
マ
ー
ク
が
マ
ス
ク
を
着
用
し
た
ご
愛
嬌
に

は
、
小
川
教
授
も
「
や
る
な
ぁ
」
と
に
っ
こ
り
。
記

事
で
は
、「
あ
つ
森
」
と
連
携
し
た
美
術
館
や
真
っ

白
な
表
紙
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
誌
な
ど
コ
ロ
ナ
禍
に
お

け
る
美
術
・
デ
ザ
イ
ン
界
の
果
敢
な
試
み
を
特
集
し

た
ほ
か
、
韓
国
の
留
学
生
が
自
国
の
美
大
生
を
取
材

す
る
企
画
な
ど
も
あ
り
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
豊
か
な
誌
面

が
実
現
し
た
。
十
月
末
に
発
行
さ
れ
た
秋
号
に
は
、

本
学
科
の
学
生
の
作
品
を
展
示
す
る
展
覧
会
「she 

W
ill

」
展
が
、
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
ど
の
よ
う
に
行
わ

れ
た
の
か
が
詳
し
く
書
か
れ
た
リ
ポ
ー
ト
記
事
が
あ

り
、
目
を
引
い
た
。
雑
誌
は
学
内
だ
け
で
な
く
一
部

の
書
店
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
も
設
置
さ
れ
て
お
り
、
美

原
点
は
「
学
生
が
自
主
的
に
展
覧
会
を
作
る
」
こ
と

　
現
代
美
術
家
と
し
て
知
ら
れ
る
海
老
塚
耕
一
教
授

が
担
当
し
て
い
る
構
想
計
画
設
計
ゼ
ミ
で
は
、
毎
年

秋
に
「T

am
a V

ivant II

」
と
い
う
展
覧
会
を
開
い
て

い
る
。
前
身
の
「T

am
a V

ivant

」
は
、
今
か
ら
四
十

年
ほ
ど
前
に
、
芸
術
学
科
を
創
設
し
た
美
術
批
評
家

の
東
野
芳
明
氏
が
始
め
た
企
画
だ
っ
た
。

　
海
老
塚
教
授
は
当
時
、
芸
術
学
科
で
助
手
を
務
め

て
い
た
。
学
科
は
創
設
さ
れ
た
ば
か
り
で
、
教
員
も

学
生
も
何
を
す
れ
ば
い
い
の
か
の
模
索
に
明
け
暮
れ

る
混
沌
の
時
期
だ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
そ
こ
に
は
、

熱
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
う
ご
め
い
て
い
た
。

　
端
緒
と
な
っ
た
の
は
、
八
王
子
キ
ャ
ン
パ
ス
で
秋

に
開
か
れ
る
芸
術
祭
だ
っ
た
。
当
時
の
芸
術
学
科
で

は
、
も
の
派
の
作
家
と
し
て
著
名
な
李
禹
煥
氏
が
専

任
教
員
を
、
同
じ
く
も
の
派
の
作
家
で
近
年
ヴ
ェ
ネ

ツ
ィ
ア
・
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
に
出
展
す
る
な
ど
活
発
な

海
老
塚
耕
一 

教
授

本
コ
ラ
ム
で
は
、芸
術
学
科
の
専
任
教
員
を
紹
介
す
る
。

海
老
塚
耕
一
教
授
は
現
代
美
術
家
の
活
動
を
続
け
な
が
ら
、

四
十
年
近
く
の
間
、学
生
の
自
主
性
を
重
ん
じ
た

展
覧
会
の
制
作
に
か
か
わ
り
続
け
て
き
た
。

小
川
敦
生 

教
授

「
自
身
の
体
験
を
学
生
に
も
生
の
形
で
提
供
し
た
い
」

と
小
川
教
授
は
言
う
。記
者
と
し
て
培
っ
て
き
た
も
の
を
、

い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で

学
生
た
ち
に
あ
た
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

活
動
を
続
け
て
い
る
菅
木
志
雄
氏
が
非
常
勤
講
師
を

務
め
て
い
た
。
芸
術
祭
の
実
行
委
員
会
の
中
心
メ
ン

バ
ー
だ
っ
た
芸
術
学
科
の
学
生
た
ち
は
二
人
を
口
説

き
落
と
し
、
さ
ら
に
田
窪
恭
治
、
戸
谷
成
雄
、
海
老

塚
教
授
の
作
品
を
加
え
て
芸
術
祭
特
別
展
を
実
現
す

る
。
そ
の
展
示
を
見
た
東
野
氏
は
い
た
く
感
心
し
、

「
学
生
に
授
業
で
展
覧
会
を
制
作
さ
せ
る
と
、
い
い

刺
激
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
考
え
た
と
い
う
。

　

実
際
に
、
芸
術
学
科
の
授
業
の
中
で
企
画
展
が

成
立
し
た
の
は
四
年
目
の
こ
と
だ
っ
た
。
若
き
女

性
作
家
が
頭
角
を
現
し
た
時
代
だ
っ
た
。
杉
山
知

子
、
松
井
智
恵
、
吉
澤
美
香
ら
七
名
の
女
性
作
家
を

選
び
、「
戯
れ
な
る
表
面
」
展
が
成
立
す
る
。
会
場

は
、本
学
八
王
子
キ
ャ
ン
パ
ス
の
絵
画
東
棟
。「T

am
a 

V
ivant

」
の
旗
揚
げ
だ
。
直
後
に
、
当
時
八
王
子
市

に
あ
っ
た
西
武
百
貨
店
か
ら
「
催
し
場
で
こ
の
展
覧

会
を
や
っ
て
く
れ
な
い
か
」
と
思
わ
ぬ
声
が
か
か
り
、

実
現
す
る
。
学
生
た
ち
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
学
外
で
も

実
を
結
ん
だ
の
だ
。

　
「Tam

a V
ivant II

」は
、教
員
生
活
半
ば
の
一
九
九
〇

年
に
脳
梗
塞
で
倒
れ
、
教
員
生
活
を
終
え
た
東
野
氏

の
意
図
を
継
ぐ
形
で
続
い
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
海

老
塚
教
授
は
「
学
生
が
自
主
的
に
展
覧
会
を
作
る
」

と
い
う
原
点
を
今
も
大
切
に
し
て
い
る
。「
展
覧
会

を
企
画
す
る
に
は
ま
ず
作
家
を
知
ら
な
い
と
始
ま

ら
な
い
。
日
頃
か
ら
ギ
ャ
ラ
リ
ー
巡
り
な
ど
を
し

て
、で
き
る
だ
け
多
く
の
作
品
を
見
る
必
要
が
あ
る
」

キ
ュ
レ
ー
タ
ー
、
批
評
家
の
活
動
の
基
本
を
忘
れ
な

い
よ
う
、
学
生
た
ち
に
ア
ド
バ
イ
ス
す
る
。

　
海
老
塚
教
授
に
は
、
授
業
の
中
で
も
う
一
つ
特
に

大
切
に
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
文
章
を
書
く
こ
と

だ
。「T

am
a V

ivant II

」
で
は
、
毎
年
カ
タ
ロ
グ
を

制
作
し
て
い
る
。
学
生
た
ち
は
、
出
展
作
家
・
作
品

に
関
す
る
解
説
を
苦
労
し
て
執
筆
す
る
。
そ
れ
が
か

け
が
え
の
な
い
経
験
に
な
る
と
い
う
。

　
文
章
を
書
く
に
当
た
っ
て
は
、
作
家
に
話
を
聞
く
。

作
家
ゆ
え
の
ア
ド
バ
イ
ス
も
す
る
。

　
「
学
生
た
ち
に
は
、
作
家
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
信

用
す
る
な
と
言
い
ま
す
。
作
家
は
レ
ト
リ
ッ
ク
を

使
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
大
ぼ
ら
を
吹
い
て
い

る
時
も
あ
る
。
周
り
の
思
想
に
流
さ
れ
て
作
品
と
は

関
係
の
な
い
こ
と
を
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

言
葉
を
真
摯
に
受
け
止
め
つ
つ
、
学
生
た
ち
は
自
分

で
考
え
、
咀
嚼
す
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
す
」

　
取
材
・
撮
影
・
文
・
レ
イ
ア
ウ
ト
＝
編
集
部

術
関
係
者
か
ら
も
好
評
と
の
こ
と
。
学
生
の
雑
誌
制

作
に
積
極
的
な
姿
勢
に
対
し
、
編
集
長
で
あ
る
小
川

教
授
は
「
号
を
重
ね
る
た
び
に
学
生
の
成
長
を
見
ら

れ
る
の
が
う
れ
し
い
」
と
笑
う
。

　
小
川
教
授
は
、
ゼ
ミ
の
初
回
に
「
皆
さ
ん
に
は
出

版
社
と
同
じ
経
験
を
し
て
も
ら
い
た
い
」
と
話
す
そ

う
だ
。
出
版
社
に
勤
め
始
め
た
頃
、
自
分
が
書
い
た

原
稿
を
ほ
ぼ
全
て
書
き
換
え
ら
れ
た
。
取
材
し
て
き

た
内
容
は
そ
の
ま
ま
で
、
言
葉
遣
い
を
変
え
る
だ
け

で
見
違
え
る
ほ
ど
立
派
な
記
事
に
な
っ
た
こ
と
に
感

動
し
、
そ
れ
が
記
者
人
生
の
礎
に
な
っ
た
の
で
、
学

生
に
も
同
じ
経
験
を
し
て
も
ら
え
れ
ば
と
考
え
て
い

る
と
い
う
。

　
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
や
経
済
に
関
連
し
た
講
義
も
あ

る
。
中
で
も
「
芸
術
と
経
済
」
で
は
、
美
術
市
場
の

構
造
や
贋
作
な
ど
に
つ
い
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の

視
点
で
考
え
る
。
ま
る
で
落
書
き
の
よ
う
な
サ
イ
・

ト
ゥ
オ
ン
ブ
リ
ー
の
絵
画
が
数
十
億
円
も
し
た
理
由

や
、
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
と
経
済
の
関
係
な
ど
多
様
な
材

料
を
授
業
で
呈
示
し
、
学
生
の
意
見
を
聞
き
な
が
ら

授
業
を
進
め
る
。

　
こ
の
授
業
に
関
連
し
て
、
昨
年
十
月
下
旬
に
イ
ン

プ
レ
ス
社
か
ら
著
書
『
美
術
の
経
済 

』
が
発
刊
さ

れ
た
。
小
川
教
授
が
自
ら
書
き
下
ろ
し
た
美
術
関
連

の
ビ
ジ
ネ
ス
書
だ
。
内
容
は「
襖
絵
か
ら
見
た
経
済
」

や
「
美
術
商
と
は
何
か
？
」、「
カ
ネ
と
無
関
係
な
美

術
品
」
な
ど
様
々
だ
。

　
小
川
教
授
の
モ
ッ
ト
ー
は
「
現
役
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
で
あ
り
続
け
る
」
こ
と
だ
と
い
う
。
そ
れ
ゆ
え

今
も
さ
ま
ざ
ま
な
媒
体
に
記
事
を
書
き
続
け
て
い
る
。

　
取
材
・
撮
影
・
文
・
レ
イ
ア
ウ
ト
＝
森
分
麻
莉
紗 

海老塚耕一（芸術学科教授）

（えびづか・こういち）1951年、横浜市生まれ。
多摩美術大学大学院修了。美術家としての制作
を、鑑賞理論としても論理化しつつ、子供との
交感を通して独自に展開。「第6回インド・トリ
エンナーレ」ゴールド・メダル、「第4回アジア
ンアート・ビエンナーレ、バングラディシュ」
最優秀作家賞、第15回平櫛田中賞、「第19回
サンパウロビエンナーレ」、「プライマル・スピ
リット―今日の造形精神」（ロサンゼルス・カ
ウンティ美術館、シカゴ現代美術館ほか北米を
巡回）、「第19回現代日本彫刻展」神奈川県立近
代美術館賞、FOCUS 2002「結界 海老塚耕一展」

（神奈川県民ギャラリー）、タカシマヤ文化賞。
文部科学大臣表彰（2020年）。

小川敦生（芸術学科教授）

（おがわ・あつお）1959年福岡県生まれ。東京
大学文学部美術学科卒。日経マグロウヒル社

（現・日経BP社）入社。週刊『日経エンタテイ
メント』誌記者としてクラシック音楽と洋楽を
担当。その後、月刊『日経アート』誌記者・編
集長を経て日本経済新聞社文化部へ。「美の美　
パウル・クレー　色彩と線の交響楽」「美の美　
画鬼、河鍋暁斎」「瀬戸内芸術祭　写真で巡る

『島とアート海の旅』」など多くの記事を執筆。
2012年本学芸術学科教授に。現在も、日本経済
新聞のコラム「美の枠」や音楽之友社のウェブ
マガジンONTOMOのコラム「“アートな”らく
がき帳」等の執筆を続けている。著書に『美術
の経済』。国際美術評論家連盟会員。

「海老塚耕一展」（2021 年１月、ギャラリー Q）会場にて

フィールドワーク設計ゼミでは、アート誌『Whoopsp!』を年３回発行している

「Tama Vivant II」
（本学アートテーク・ギャラリー 2019 年 11 月）会場風景

教員の部屋へようこそ 教員の部屋へようこそ
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コ
ロ
ナ
禍
の
今
だ
か
ら
こ
そ
窓
の
外
を
眺
め
る

　
二
〇
二
〇
年
度
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響

に
よ
り
、
本
学
で
は
多
く
の
講
義
系
の
授
業
が
オ
ン

ラ
イ
ン
で
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
記
事
の
取
材

も
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
実
施
に
な
っ
た
。
映
画
・
映
像

批
評
の
分
野
で
著
名
な
金
子
遊
准
教
授
がZoom

の

部
屋
に
入
室
す
る
。
教
授
と
一
対
一
で
話
す
こ
と
の

緊
張
感
と
新
鮮
さ
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
あ
っ
て
も
同

じ
だ
っ
た
。

　
金
子
准
教
授
は
い
つ
も
画
面
の
背
景
に
様
々
な
画

像
を
置
い
て
い
る
。
ど
れ
も
、
実
際
に
自
身
が
訪
れ

た
場
所
で
撮
っ
た
写
真
だ
。
そ
こ
に
は
、「
こ
の
よ

う
な
状
況
の
も
と
で
は
、
学
生
に
は
窓
の
外
だ
け
で

も
違
う
世
界
を
眺
め
て
ほ
し
い
」
と
の
思
い
も
あ
る

と
い
う
。
そ
う
し
た
異
例
の
事
態
と
な
っ
て
い
る
今

は
、
大
き
な
時
代
の
分
岐
点
で
も
あ
る
。
一
九
年
度

の
映
像
文
化
設
計
ゼ
ミ
で
は
、
ゼ
ミ
旅
行
で
池
間
島

な
ど
様
々
な
場
所
に
赴
き
、
多
く
の
イ
ベ
ン
ト
も

行
っ
た
。
し
か
し
二
〇
年
度
は
人
と
直
接
触
れ
合
う

こ
と
が
制
限
さ
れ
、
旅
や
リ
ア
ル
会
場
で
の
イ
ベ
ン

ト
は
見
合
わ
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
そ
の
中
で
、

ど
ん
な
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
金
子
准
教
授
は
思
案

し
た
。

　
映
像
文
化
に
関
し
て
教
鞭
を
執
る
金
子
准
教
授
の

授
業
に
つ
い
て
は
、
そ
の
中
で
も
映
画
の
上
映
会
や

映
画
関
係
者
を
ゲ
ス
ト
に
招
い
て
の
講
義
な
ど
を
模

索
し
て
い
る
。
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
も
の
・
こ
と
の
価
値
観
が
見
直
さ
れ
た
。
教
育
も

そ
の
一
つ
で
あ
る
。「
自
分
の
知
識
を
伝
え
る
だ
け

が
教
育
で
は
な
い
。
こ
の
状
況
下
で
い
ろ
い
ろ
な
人

を
招
き
自
分
の
知
ら
な
い
世
界
に
つ
い
て
話
し
て
も

ら
う
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
」「
授
業
を
通
し
て

学
生
た
ち
に
は
む
し
ろ
多
く
の
こ
と
を
教
え
ら
れ
て

き
た
こ
と
に
思
い
い
た
っ
た
。
教
員
と
い
う
の
は
得

な
職
業
だ
（
笑
）」

　
家
村
教
授
は
、
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
運
動
が
非
常

に
得
意
で
、
中
学
生
時
代
に
は
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
部
の

キ
ャ
プ
テ
ン
を
務
め
て
い
た
と
い
う
。
一
年
の
う
ち

三
百
五
十
五
日
を
部
活
動
に
費
や
す
ほ
ど
の
熱
中
ぶ

り
だ
っ
た
。
し
か
し
、
高
校
で
は
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
部

に
は
入
ら
な
か
っ
た
。
中
学
時
代
の
チ
ー
ム
が
強
く
、

バ
レ
ー
ボ
ー
ル
に
全
力
を
注
い
で
い
た
た
め
、
進
学

し
た
高
校
で
プ
レ
ー
す
る
気
持
ち
を
持
て
な
か
っ
た

か
ら
だ
。「
全
力
を
費
や
す
も
の
が
消
え
て
し
ま
い
、

自
分
が
何
を
す
れ
ば
よ
い
の
か
が
分
か
ら
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
た
め
、
高
校
で
過
ご
し
た
三
年
間
の
こ

と
は
今
で
も
思
い
出
し
た
く
な
い
」
と
苦
笑
す
る
。

そ
の
後
、
身
を
投
じ
た
い
と
思
っ
た
の
が
、
美
術
の

世
界
だ
っ
た
。
特
に
人
生
を
変
え
る
経
験
に
な
っ
た

の
は
、
進
学
し
た
東
京
藝
術
大
学
の
大
学
院
で
、
作

品
を
作
っ
て
い
る
学
生
を
間
近
に
見
た
こ
と
だ
っ
た
。

〝 

彼
ら
の
よ
う
な
作
家
を
支
え
た
い
〞
と
い
う
思
い

が
、
心
の
奥
底
か
ら
湧
き
起
こ
っ
て
き
た
と
い
う
。

作
家
と
の
対
話
に
価
値
を
見
出
し
た
家
村
教
授
の
展

覧
会
づ
く
り
の
原
点
を
垣
間
見
る
こ
と
の
で
き
る
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
だ
っ
た
。

　
取
材
・
文
・
撮
影
・
レ
イ
ア
ウ
ト
＝
奥
谷
笑
子

意
見
の
交
換
が
よ
り
よ
い
展
示
を
生
み
出
す

　
本
学
科
で
「
キ
ュ
レ
イ
ト
リ
ア
ル
論
」
や
「
美
術

館
展
示
論
」「
展
覧
会
の
構
成
論
」
な
ど
美
術
展
に

か
か
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
授
業
を
開
講
し
て
い
る
家
村

珠
代
教
授
は
、
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
と
し
て
こ
れ
ま
で
に

数
多
く
展
覧
会
を
開
い
て
き
た
。

　
取
材
を
行
っ
た
日
も
、
家
村
教
授
が
担
当
し
て
い

る
展
覧
会
設
計
ゼ
ミ
が
企
画
し
た
展
覧
会
『
金
氏

徹
平
の
グ
ッ
ド
ベ
ン
チ
レ
ー
シ
ョ
ン 
│360

°
を
超

え
て
│
』
が
開
催
さ
れ
て
い
た
。
二
〇
二
〇
年
度
で

本
学
に
来
て
五
年
目
に
な
る
家
村
教
授
は
、「
今
年

は
特
に
、
め
ざ
し
て
い
る
こ
と
を
学
生
と
と
も
に
実

行
に
移
せ
た
い
い
展
覧
会
に
な
っ
た
」
と
話
す
。
毎

年
、
ゼ
ミ
で
展
覧
会
を
制
作
す
る
と
き
に
意
識
し

て
い
る
、
学
生
と
教
員
、
学
生
と
作
家
が
お
互
い
に

意
見
を
出
し
合
い
な
が
ら
双
方
に
刺
激
を
与
え
る
交

流
が
、
今
年
は
特
に
う
ま
く
で
き
た
と
う
れ
し
そ
う

に
言
う
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
に
よ
っ
て
、

ほ
と
ん
ど
の
作
業
がZ

oom

を
通
じ
て
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
中
で
、
ゼ
ミ
生
た
ち

は
積
極
的
に
動
き
、
意
見
の
交
換
も
活
発
だ
っ
た
の

だ
。
さ
ら
に
、
こ
の
展
覧
会
は
コ
ロ
ナ
禍
の
困
難
の

下
に
あ
っ
て
、
例
年
と
異
な
っ
て
芸
術
学
科
生
だ
け

で
な
く
、
油
絵
や
彫
刻
を
専
攻
す
る
実
技
の
学
科
の

学
生
、
さ
ら
に
は
ゼ
ミ
の
卒
業
生
な
ど
た
く
さ
ん
の

人
が
協
力
し
て
く
れ
た
と
い
う
。
い
つ
も
よ
り
大
変

な
状
況
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
現
場
に
は
人
と
活
気
が

あ
ふ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
展
覧
会
づ
く
り
に
お
い
て
、
作
家
と
の
つ
な
が
り

を
重
要
視
す
る
考
え
方
は
、
以
前
学
芸
員
を
務
め
て

い
た
目
黒
区
美
術
館
で
の
経
験
に
基
づ
く
と
い
う
。

同
館
に
勤
務
し
た
当
初
は
、
過
去
の
文
献
を
参
考
に

し
て
作
家
の
履
歴
や
美
術
の
流
れ
を
再
構
成
す
る
よ

う
な
テ
ー
マ
展
示
を
手
掛
け
て
い
た
。
あ
る
時
、
長

く
美
術
の
世
界
を
見
て
き
た
同
館
の
館
長
か
ら
「
僕

が
生
き
て
き
た
時
代
を
本
当
に
反
映
し
た
展
覧
会
と

は
違
う
」
と
い
う
言
葉
を
も
ら
い
、
シ
ョ
ッ
ク
を
受

け
た
そ
う
だ
。
そ
し
て
、
残
っ
て
い
る
文
献
を
頼
り

に
作
り
あ
げ
て
い
く
展
覧
会
の
あ
り
方
に
ジ
レ
ン
マ

を
感
じ
、
同
時
代
の
作
家
と
共
に
作
り
あ
げ
て
い
く

展
覧
会
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。

家
村
珠
代 

教
授

キ
ュ
レ
ー
タ
ー
と
し
て
展
覧
会
づ
く
り
に
精
力
を
注
ぐ
。

作
家
と
意
見
を
交
換
し
な
が
ら

展
覧
会
を
作
っ
て
い
く
ス
タ
イ
ル
を
、
本
学
で
も
貫
い
て
い
る
。

コ
ロ
ナ
禍
の
下
で
開
い
た
ゼ
ミ
展
も
、

充
実
し
た
内
容
に
な
っ
た
と
い
う
。

金
子
遊 

准
教
授

自
分
の
知
識
を
伝
え
る
だ
け
が
教
育
で
は
な
い
。

多
く
の
映
画
関
係
者
か
ら
、そ
し
て
学
生
か
ら
も
多
く
の
こ
と
を
学
ぶ
。

窓
の
外
を
眺
め
る
の
も
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。

　
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
で
も
ゲ
ス
ト
講
師
を
呼
ぶ
こ
と

や
映
像
を
見
せ
る
こ
と
は
可
能
だ
。
東
京
国
際
映
画

祭
シ
ニ
ア
・
プ
ロ
グ
ラ
マ
ー
の
矢
田
部
吉
彦
さ
ん
な

ど
を
ゲ
ス
ト
で
呼
び
、
対
談
形
式
の
特
別
講
義
を

持
っ
て
も
ら
っ
た
。
学
生
か
ら
は
オ
ン
ラ
イ
ン
の

チ
ャ
ッ
ト
画
面
な
ど
で
た
く
さ
ん
の
意
見
や
感
想
を

も
ら
い
、
大
き
な
手
応
え
を
感
じ
た
。

　
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
監
督
と
し
て
も
活
動
し

て
い
る
金
子
准
教
授
は
、
一
九
年
に
『
森
の
ム
ラ
ブ

リ
』
と
い
う
映
像
作
品
を
完
成
、
公
開
し
た
。
撮
影

の
際
に
は
ラ
オ
ス
の
山
奥
に
足
を
踏
み
入
れ
、
会
え

る
か
ど
う
か
さ
え
わ
か
ら
な
い
狩
猟
採
集
民
族
を
追

い
か
け
た
そ
う
だ
。「
今
ま
で
の
撮
影
の
中
で
最
も

過
酷
だ
っ
た
」
と
い
う
。
途
中
で
は
、
飲
み
水
ま
で

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。

　
そ
の
経
験
は
、『
森
の
ム
ラ
ブ
リ
』
の
映
像
の
随

所
に
に
じ
み
出
て
お
り
、
鑑
賞
す
る
と
、
ま
る
で
そ

こ
に
い
る
か
の
よ
う
な
臨
場
感
を
得
ら
れ
た
。
コ
ロ

ナ
禍
に
お
い
て
も
、
目
に
は
見
え
な
い
ウ
イ
ル
ス
の

恐
ろ
し
さ
を
テ
レ
ビ
な
ど
を
通
じ
た
た
く
さ
ん
の
映

像
に
よ
っ
て
感
じ
た
。
映
像
は
虚
構
を
本
当
に
存
在

す
る
か
の
よ
う
に
伝
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
普
通
の

人
に
は
簡
単
に
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
世
界
を
見
せ

る
こ
と
も
可
能
だ
。
一
方
で
、
ス
マ
ホ
等
の
普
及
に

よ
っ
て
、
ち
ま
た
に
は
た
く
さ
ん
の
映
像
が
あ
ふ
れ

返
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
よ
り
価
値
の
あ
る
個
性

的
な
映
像
を
作
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
。
そ

ん
な
根
源
的
な
問
い
に
も
、
や
さ
し
く
答
え
て
く
れ

た
。

　
「
好
き
な
も
の
に
人
は
憧
れ
を
抱
く
。
そ
し
て
そ

れ
を
真
似
し
て
み
よ
う
と
挑
戦
す
る
が
、
そ
う
簡
単

に
は
届
か
な
い
。
そ
こ
に
は
真
似
を
し
た
自
分
で
も

不
満
を
覚
え
る
が
、
届
か
な
い
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
で

自
分
の
個
性
が
生
ま
れ
る
」

　
個
性
は
自
然
に
生
ま
れ
る
も
の
な
の
だ
。
映
像
の

奥
深
さ
が
垣
間
見
え
た
。

　
取
材
・
文
・
レ
イ
ア
ウ
ト
＝
向
リ
サ

家村ゼミ展 2020「金氏徹平のグッドベンチレーション – 360°を超えて –」 
(2020 年 10 月 14 〜 28 日、多摩美術大学アートテークギャラリー ) 会場風景

ドキュメンタリー映画の撮影で訪れたベナン共和国にて。一番右が金子遊准教授

映画『森のムラブリ』より

家村珠代（芸術学科教授）

（いえむら・たまよ）1960 年生まれ。東京藝術大学
大学院美術研究科芸術学専攻博士課程満期修了。イン
ディペンデント・キュレーター。多摩美術大学美術学
部芸術学科教授。1991年〜2006年の間、目黒区美術
館の学芸員を務める。手掛けた主な展覧会は、『1953
年ライトアップ―新しい戦後美術像が見えてきた』
展（1996年、目黒区美術館）、『小林孝亘展―終わ
らない夏』展（2004年、目黒区美術館）、『家村珠代
連続企画 “ひとり” Vol.1. 袴田京太朗』展（2005年、
GALLERY MAKI）、『村田朋泰展 俺の路・東京モンター
ジュ』展（2006年、目黒区美術館）、『家村珠代連続企
画 “ひとり” Vol.2. 牛島達治―ぬけてゆくこと』展

（2006年、GALLERY MAKI）、『丸山直文展―後ろの
正面』展（2008年、目黒区美術館）など多数にのぼる。

金子遊（芸術学科准教授）

（ か ね こ・ ゆ う ）1974 年 埼 玉 県 生 ま れ。
2019年度より本学科准教授。映像作家・放
送作家を経て、現在は映像、文学、フォー
クフロアを領域横断的に研究する。専門は
アートフィルム、ドキュメンタリー、ワー
ルドシネマ。評論『孤高の島々　ソフ―ロ
クとネフスキー』で三田文学新人賞（評論
部門）、『映像の境域』でサントリー学芸賞

（芸術・文学部門）を受賞。映画雑誌の編
集委員、映画祭ディレクターも務めており、
2018年より東京ドキュメンタリー映画祭
プログラム・ディレクターに就任。

教員の部屋へようこそ 教員の部屋へようこそ
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安
藤
礼
二 

教
授

「
民
俗
芸
術
論
」「
文
学
」「
ア
ジ
ア
思
想
史
」
等
の
授
業
を
開
講
し
て
い
る
。

な
ぜ
安
藤
教
授
は
美
術
大
学
で
思
想
を
説
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
ん
な
疑
問
を
胸
に
、
筆
者
は
安
藤
教
授
の
研
究
室
を
訪
れ
た
。

思
想
と
芸
術
の
根
源
を
探
究
す
る
「
創
造
的
な
研
究
者
」

　

安
藤
礼
二
教
授
に
と
っ
て
、
祭
祀
は
幼
い
頃
か
ら

身
近
な
存
在
で
あ
っ
た
。
十
代
の
う
ち
に
数
々
な
書

物
に
触
れ
た
結
果
、
東
洋
哲
学
に
対
す
る
関
心
が
固

ま
っ
た
。
大
学
で
は
考
古
学
を
専
攻
す
る
こ
と
を
選

ん
だ
。
遠
く
離
れ
た
場
所
か
ら
「
今
」
を
俯
瞰
し
た

い
と
考
え
た
か
ら
だ
。
抽
象
的
な
言
葉
で
は
な
く
、

確
実
な
モ
ノ
を
通
し
て
日
本
の
根
源
を
見
直
し
た

か
っ
た
。
表
現
が
「
発
生
」
す
る
最
前
線
に
関
わ
り

た
い
と
考
え
、
大
学
卒
業
後
は
出
版
社
に
就
職
し
た
。

表
現
活
動
の
至
近
に
身
を
置
い
て
い
る
と
、
思
想
と

芸
術
は
表
裏
一
体
で
あ
る
と
い
う
予
感
が
確
信
に
変

わ
っ
た
。

　
代
表
的
な
著
書『
神
々
の
闘
争
│
│
折
口
信
夫
論
』

の
執
筆
に
は
三
十
五
歳
で
取
り
掛
か
っ
た
。
執
筆
の

最
大
の
き
っ
か
け
は
、
二
◯
◯
一
年
に
発
生
し
た
ア

生
物
学
か
ら
美
術
史
へ

　
昨
年
四
月
か
ら
本
学
科
で
教
鞭
を
執
り
始
め
た
金

沢
百
枝
教
授
は
、
西
洋
中
世
の
美
術
史
、
特
に
ロ
マ

ネ
ス
ク
美
術
を
専
門
に
し
ス
ペ
イ
ン
の
ジ
ロ
ー
ナ
大

聖
堂
や
南
イ
タ
リ
ア
の
オ
ト
ラ
ン
ト
大
聖
堂
の
床
モ

ザ
イ
ク
な
ど
を
主
な
研
究
対
象
と
し
て
き
た
。
本
学

科
で
は
度
重
な
る
実
地
調
査
を
踏
ま
え
た
豊
富
な
経

験
を
も
と
に
、「
東
西
デ
ザ
イ
ン
史
」
や
「
ユ
ー
ロ

＝
ア
ジ
ア
美
術
文
明
論
」「
装
飾
デ
ザ
イ
ン
調
査
設

計
」
な
ど
の
授
業
を
担
当
し
て
い
る
。

メ
リ
カ
同
時
多
発
テ
ロ
で
あ
る
。
こ
の
事
件
に
よ
っ

て
、
宗
教
の
創
造
性
の
裏
に
存
在
す
る
危
険
性
が
浮

き
彫
り
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
安
藤
教
授
自
身
の
内

に
も
潜
む
両
者
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
い
う
思
い
に

駆
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
同
年
、
同
書
の
冒
頭
原
稿
を

文
芸
誌
『
群
像
』
に
応
募
し
た
。
こ
の
原
稿
が
評
論

部
門
優
秀
作
を
受
賞
し
、
安
藤
教
授
の
文
芸
評
論
家

と
し
て
の
活
動
が
始
ま
っ
た
。
賞
を
受
け
た
こ
と
も

嬉
し
か
っ
た
が
、「
こ
れ
か
ら
自
由
に
研
究
を
深
め

て
い
け
る
」
と
い
う
こ
と
が
何
よ
り
嬉
し
か
っ
た
と

い
う
。「
僕
に
と
っ
て
文
章
表
現
は
、
書
か
さ
れ
る

よ
う
な
感
覚
。
無
意
識
的
に
働
き
か
け
ら
れ
て
い
る

感
じ
が
す
る
」
と
話
す
。

　
安
藤
教
授
は
二
◯
◯
六
年
か
ら
本
学
科
で
教
鞭
を

と
っ
て
い
る
。
中
沢
新
一
氏
が
本
学
科
に
就
任
す
る

際
に
、
安
藤
教
授
に
も
声
を
か
け
た
こ
と
が
き
っ
か

け
だ
。
中
沢
氏
は
芸
術
人
類
学
研
究
所
の
初
代
所
長

を
務
め
た
宗
教
史
学
者
で
あ
る
。
安
藤
教
授
に
大
学

の
教
員
に
な
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
が
、
就
任
先
が

奇
し
く
も
芸
術
を
追
究
す
る
場
で
あ
っ
た
た
め
、
本

学
に
身
を
置
く
こ
と
に
決
め
た
。
他
の
大
学
に
誘
わ

れ
て
い
た
ら
、
話
を
引
き
受
け
な
か
っ
た
か
も
し
れ

な
い
と
い
う
。「
縁
は
大
事
だ
。
興
味
が
あ
る
こ
と

を
突
き
詰
め
て
い
く
と
、
思
い
も
よ
ら
ぬ
と
こ
ろ
で

形
に
な
る
」と
笑
う
。美
大
生
に
対
し
て
は「
感
性
が

抜
群
に
い
い
の
だ
か
ら
、
論
理
の
力
を
も
っ
と
磨
い

て
ほ
し
い
」と
話
す
。一
生
懸
命
本
を
読
ん
で
、人
と

た
く
さ
ん
話
す
こ
と
が
大
事
だ
と
語
調
を
強
め
た
。

　
昨
今
の
ウ
イ
ル
ス
禍
に
つ
い
て
、
安
藤
教
授
は
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
転
換
点
で
あ
る
と
捉
え
て
い

る
。
人
々
の
移
動
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

資
本
主
義
社
会
が
根
底
か
ら
崩
壊
し
た
。
全
世
界
を

巻
き
込
む
よ
う
な
危
機
は
先
の
世
界
大
戦
ぶ
り
、
い

や
、
人
類
史
上
初
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
誰
も
が
ウ

イ
ル
ス
に
感
染
し
う
る
と
い
う
点
で
人
類
は
平
等
に

な
っ
た
、
と
安
藤
教
授
は
分
析
す
る
。
学
生
た
ち
に

は
、
こ
の
期
間
を
客
観
的
思
考
の
訓
練
期
間
と
し
て

捉
え
て
ほ
し
い
と
伝
え
る
。
こ
ん
な
時
に
こ
そ
さ
ま

ざ
ま
な
本
を
読
ん
で
、
自
分
た
ち
が
陥
っ
て
い
る
危

機
に
つ
い
て
理
解
し
て
ほ
し
い
。
こ
れ
ま
で
生
み
出

せ
な
か
っ
た
表
現
が
生
じ
て
く
る
だ
ろ
う
、
と
将
来

を
前
向
き
に
見
据
え
る
。

　
今
回
の
取
材
を
通
し
て
、
巧
み
な
言
葉
選
び
か
ら

安
藤
教
授
の
知
性
と
研
究
の
重
み
が
伝
わ
っ
て
き
た
。

筆
者
が
研
究
室
を
訪
れ
た
際
、
ま
ず
目
に
入
っ
た
の

は
た
く
さ
ん
の
本
だ
っ
た
。
積
ま
れ
た
本
の
一
つ
一

つ
が
、
膨
大
な
知
識
や
人
物
と
の
出
会
い
の
象
徴
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
取
材
・
文
・
写
真
・
レ
イ
ア
ウ
ト
＝
里
石
真
留
美

金
沢
百
枝 

教
授

西
洋
中
世
の
ロ
マ
ネ
ス
ク
美
術
を
専
門
に
研
究
生
活
を
続
け
て
い
る
。

理
系
に
進
ん
だ
大
学
時
代
に
病
気
を
し
た
こ
と
か
ら
研
究
者
の
道
を
目
指
し
、

子
ど
も
の
頃
か
ら
好
き
だ
っ
た
美
術
の
世
界
に
戻
っ
て
き
た
。

　
金
沢
先
生
は
ロ
ン
ド
ン
で
暮
ら
し
た
中
学
・
高
校

時
代
か
ら
絵
を
描
く
の
が
好
き
だ
っ
た
そ
う
で
、
な

か
で
も
と
く
に
銅
版
画
に
興
味
を
も
っ
て
い
た
。
そ

の
中
で
も
特
に
エ
ッ
チ
ン
グ
が
好
き
だ
っ
た
。
そ
し

て
ロ
ン
ド
ン
で
は
、
博
物
館
や
美
術
館
に
毎
週
末

通
っ
て
い
た
そ
う
だ
。
そ
し
て
、
美
術
の
道
に
進
む

つ
も
り
で
現
地
の
ア
ー
ト
カ
レ
ッ
ジ
に
入
る
た
め
の

勉
強
を
進
め
て
い
た
。
し
か
し
両
親
が
仕
事
の
事
情

で
日
本
に
帰
国
す
る
か
も
し
れ
ず
、
一
人
イ
ギ
リ
ス

に
残
っ
て
美
術
の
勉
強
を
続
け
る
か
、
日
本
に
帰
る

か
を
悩
む
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
母
親
の
心
配
に
よ

り
、
日
本
へ
の
帰
国
を
選
択
し
た
。「
こ
の
決
断
が

な
け
れ
ば
私
の
人
生
が
変
わ
っ
て
い
た
と
思
い
ま

す
」
と
金
沢
教
授
は
言
う
。

　
ロ
ン
ド
ン
で
は
、
動
植
物
学
者
の
デ
イ
ビ
ッ
ド
・

ア
ッ
テ
ン
ボ
ロ
ー
が
プ
レ
ゼ
ン
タ
ー
を
務
め
る

“ T
he Living P

lanet”

と
い
う
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー

番
組
が
好
き
で
見
て
い
た
。
当
時
は
熱
帯
雨
林
の
伐

採
の
問
題
が
世
界
的
に
広
ま
っ
て
お
り
、
金
沢
教
授

自
身
も
そ
の
環
境
問
題
に
危
機
感
を
抱
い
た
。
高
校

時
代
の
お
小
遣
い
を
Ｗ
Ｗ
Ｆ
に
寄
付
す
る
ほ
ど
心
配

し
て
い
た
そ
う
だ
。
自
然
や
環
境
問
題
へ
の
思
い
が

高
じ
て
、
生
物
学
や
生
態
学
を
専
門
的
に
学
び
た
い

と
考
え
た
。

　
そ
し
て
帰
国
後
、
東
京
大
学
生
物
学
科
に
進
学
。

将
来
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
に
入
っ
て
ネ
イ
チ
ャ
ー
も
の
の
ド

キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
を
撮
り
た
い
と
夢
を
さ
ら
に
膨
ら

ま
せ
て
い
た
。
し
か
し
大
学
三
年
生
の
時
に
膠
原
病

を
患
い
、
三
か
月
間
入
院
す
る
。
病
気
の
身
で
ア
マ

ゾ
ン
の
奥
地
や
サ
ヴ
ァ
ン
ナ
に
行
け
る
の
か
。
周
り

の
人
々
に
迷
惑
が
か
か
る
か
も
と
思
い
、
一
般
の
就

職
を
断
念
。。
そ
し
て
研
究
な
ら
ば
人
に
迷
惑
を
か

け
ず
に
自
分
の
好
き
な
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
、
大

学
の
研
究
室
に
残
る
道
を
選
ん
だ
。

　
研
究
室
時
代
は
、
朝
か
ら
晩
ま
で
研
究
に
没
頭
し

て
い
た
。「
理
系
の
研
究
室
は
機
材
を
自
分
で
作
る

ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
な
部
分
や
生
物
を
培
養
す
る
材
料

や
道
具
の
準
備
を
自
分
で
す
る
と
こ
ろ
な
ど
が
、
道

具
や
絵
の
具
の
準
備
を
自
分
で
す
る
美
大
と
近
い
か

も
し
れ
な
い
」
と
金
沢
教
授
は
語
る
。
生
物
学
で
博

士
号
を
取
得
し
た
後
に
、
学
究
生
活
を
続
け
る
た
め

に
、
文
系
の
大
学
院
に
転
院
、
美
術
史
で
も
博
士
号

を
取
得
し
た
。
古
巣
に
戻
っ
て
き
た
と
い
え
よ
う
か
。

「
大
学
時
代
が
と
て
も
長
い
ん
で
す
よ
」
と
金
沢
教

授
は
笑
う
。
そ
の
長
さ
が
、
充
実
し
た
授
業
を
生
ん

で
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
取
材
・
撮
影
・
文
・
レ
イ
ア
ウ
ト
＝
上
嶋
純
奈

　

可
能
な
限
り
、
現
地
調
査
に
行
く
こ
と
を
モ
ッ

ト
ー
に
し
て
い
る
。
修
士
論
文
、
博
士
論
文
を
書
く

際
に
は
バ
ル
セ
ロ
ナ
か
ら
列
車
で
一
時
間
ほ
ど
の
ロ

マ
ネ
ス
ク
聖
堂
の
図
書
館
や
ジ
ロ
ー
ナ
大
学
に
通
っ

た
。
こ
こ
十
五
年
間
の
う
ち
、
毎
年
二
、三
度
調
査

旅
行
を
行
っ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ

タ
リ
ア
、ス
ペ
イ
ン
の
ほ
か
、ス
イ
ス
や
ノ
ル
ウ
ェ
ー

な
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
に
足
繫
く
通
っ
て
い
る
。「
ま

だ
旅
の
途
中
で
す
が
、
あ
る
程
度
考
え
を
纏
め
る
つ

も
り
で
『
ロ
マ
ネ
ス
ク
美
術
革
命
』
と
い
う
本
を
出

し
ま
し
た
」。

安藤礼二（芸術学科准教授）

（あんどう・れいじ）1967年、東京生まれ。 文芸評論
家。大学時代の専攻は考古学。 2002年、「神々の闘争
──折口信夫論」で群像新人文学賞評論部門優秀作を
受賞。日本近代思想史、民俗学などをベースに評論活
動を始める。『神々の闘争　折口信夫論』で05年度芸
術選奨文部科学大臣新人賞を受賞。14年に刊行した『折
口信夫』が翌年、第13回角川財団学芸賞と第37回サ
ントリー学芸賞を受賞。 その他に著書として『大拙』『列
島祝祭論』『迷宮と宇宙』など、編著書として『初稿・
死者の書』、編集協力書として『西田幾多郎』『鈴木大
拙』『空海』など多数。『言語と呪術』には監修、翻訳、
解説で参加。

金沢百枝（芸術学科教授）

(かなざわ・ももえ)　1968年東京都生
まれ。東京大学大学院理学系研究科博
士課程修了。美術史家。主にロマネス
ク美術を研究。2020年より多摩美術大
学美術学部芸術学科教授。著書に『ロ
マネスクの宇宙 シローナの《天地創造
の刺繍布》を読む』(東京大学出版会)、

『ロマネスク美術革命』(新潮社)、『イ
タリア古寺巡礼』シリーズ(新潮社)。

金沢教授の著書『ロマネスク美術革命』
『イタリア古寺巡礼』『ロマネスクの宇宙』

教員の部屋へようこそ 教員の部屋へようこそ
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平
出
隆 

教
授

自
ら「
本
」そ
の
も
の
を
作
る
平
出
隆
教
授
。

教
員
最
後
の
年
度
は
ゼ
ミ
生
一
人
ひ
と
り
に
本
格
的
な
「
本
」
を
求
め
た
。

そ
し
て
最
終
講
義
は
展
覧
会
と
い
う
形
で
実
を
結
ん
だ
。大

島
徹
也 

准
教
授

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
渡
っ
て
八
年
間
を
過
ご
し
、

ジ
ャ
ク
ソ
ン
・
ポ
ロ
ッ
ク
の
研
究
で
博
士
号
を
取
得
し
た
。

そ
の
豊
か
な
経
験
に
よ
っ
て
授
業
の
厚
み
は
増
し
、

こ
こ
で
し
か
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
生
の
講
義
で
魅
せ
る
。

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
「A

ir L
anguage

」
の
授
業

  　
「
中
学
の
時
に
、
自
分
で
本
を
作
る
こ
と
に
目
覚

め
た
」
こ
う
話
し
な
が
ら
取
り
出
し
て
見
せ
て
く
れ

た
の
は
、
中
学
二
年
生
の
時
に
初
め
て
自
分
で
作
っ

た
と
い
う
一
冊
の
本
だ
っ
た
。
少
年
時
代
の
平
出
隆

教
授
が
自
ら
執
筆
、
編
集
、
造
本
し
た
『
除
夜
』
は
、

小
さ
な
本
で
あ
り
な
が
ら
、
表
紙
の
材
質
か
ら
中
の

文
字
ま
で
こ
だ
わ
り
抜
い
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
が
一
目
で
わ
か
る
作
品
だ
。
詩
人
・
作
家
・
批

評
家
と
し
て
名
高
い
平
出
教
授
は
、
文
を
読
み
書
き

す
る
だ
け
で
な
く
、
自
ら
「
本
」
そ
の
も
の
を
作
る

人
で
も
あ
る
。「
詩
を
書
く
だ
け
で
な
く
、
編
集
と

造
本
を
一
体
に
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
教
授
が
こ
れ

ま
で
い
か
に
し
て
「
こ
と
ば
」
と
向
き
合
っ
て
き
た

の
か
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
平
出
教
授
の
「
こ
と
ば
」
へ
の
意
識
が
最
も
如
実

に
現
れ
て
い
る
授
業
は
や
は
り
「
書
物
設
計
ゼ
ミ
」

の
活
動
だ
ろ
う
。
例
年
、ゼ
ミ
で
は
『
10
の
図
書
館
』

と
題
す
る
本
を
作
っ
て
き
た
。
二
〇
二
〇
年
度
は
平

出
教
授
の
多
摩
美
最
後
の
年
で
あ
る
。
ゼ
ミ
で
も
そ

れ
に
合
わ
せ
て
『
10
の
図
書
館
』
総
集
編
を
制
作
し

て
い
る
。
そ
し
て
な
ん
と
言
っ
て
も
こ
の
年
度
の
ゼ

ミ
一
番
の
目
玉
は
、
一
人
一
冊
のB

ook A
rt

の
制
作

だ
っ
た
。
例
年
は
速
成
の
小
品
が
制
作
さ
れ
て
い
た
。

教
員
最
後
の
年
度
は
、
ゼ
ミ
生
の
作
品
を
平
出
教
授

の
退
職
記
念
展
「
平
出
隆　
最
終
講
義
＝
展
」
に
展

示
す
る
こ
と
に
な
り
、
ゼ
ミ
活
動
の
ほ
と
ん
ど
が
個

人
に
よ
る「B

ook A
rt

」の
制
作
に
費
や
さ
れ
た
。「
本

を
作
る
」
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
全
部
学
ん
で
、
経
験

し
て
欲
し
い
。
平
出
教
授
の
そ
ん
な
思
い
を
受
け
て
、

作
品
を
制
作
し
、
展
示
へ
と
向
か
う
緊
張
感
の
中
、

一
人
一
人
が
充
実
し
た
結
果
を
得
ら
れ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　
コ
ロ
ナ
禍
に
見
舞
わ
れ
た
二
〇
二
〇
年
度
、
平
出

教
授
は
こ
れ
を
逆
手
に
と
っ
た
よ
う
な
工
夫
あ
ふ

れ
る
授
業
を
行
っ
た
。
そ
の
名
も
「A

ir Language 

program

」。
自
身
の
研
究
活
動
が
集
積
さ
れ
た
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
だ
。
同
年
度
、
教
鞭
を
執
っ
た
授
業
は
全

て
こ
の
サ
イ
ト
を
通
し
て
行
わ
れ
た
。Z

oom

の
よ

う
な
ビ
デ
オ
会
議
シ
ス
テ
ム
を
使
わ
な
い
と
こ
ろ
が
、

極
め
て
ユ
ニ
ー
ク
だ
。
サ
イ
ト
内
に
テ
キ
ス
ト
や
画

一
、二
年
生
の
授
業
で
基
礎
作
り
を
手
伝
う

　
コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
異
常
な
状
況
下
で
二
〇
二
〇
年

度
の
講
義
系
授
業
の
多
く
が
オ
ン
ラ
イ
ン
で
実
施
さ

れ
た
中
、
大
島
徹
也
准
教
授
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
本

学
八
王
子
キ
ャ
ン
パ
ス
芸
術
学
棟
の
研
究
室
で
行
わ

れ
た
。
対
面
で
は
話
の
ス
ピ
ー
ド
、
声
の
よ
さ
を
よ

り
心
地
よ
く
感
じ
、
記
者
の
質
問
を
細
や
か
に
聞
き

丁
寧
に
答
え
る
誠
実
な
姿
勢
が
、
授
業
を
受
け
る
学

生
に
安
心
感
を
も
た
ら
す
こ
と
が
よ
く
わ
か
っ
た
。

大
島
先
生
が
担
当
し
て
い
る
「
美
術
史
設
計
」「
美

術
館
概
論
」「
近
・
現
代
美
術
史
」
な
ど
の
科
目
は
、

美
術
史
研
究
者
や
美
術
館
の
学
芸
員
を
目
指
す
学
生

に
と
っ
て
重
要
な
授
業
だ
。
い
っ
た
い
ど
ん
な
方
針

で
教
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
一
、二
年
生
の
授
業
で
は
、七
割
を
、オ
ー
ソ
ド
ッ

ク
ス
な
こ
と
を
教
え
る
よ
う
心
が
け
て
い
ま
す
」

　
美
術
が
好
き
で
美
大
に
入
学
し
た
学
生
は
好
き
な

画
家
な
ど
に
関
し
て
は
あ
る
程
度
の
知
識
を
持
っ
て

い
た
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
美
術
史
と
い
う
学
問
を

理
解
し
て
い
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
学
問

は
先
達
の
研
究
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
だ
。

た
と
え
ば
私
た
ち
は
様
々
な
評
論
や
本
を
読
み
作
品

の
有
り
様
や
作
者
の
表
現
を
理
解
す
る
。
そ
の
中
で
、

そ
の
評
論
家
が
も
つ
特
殊
な
解
釈
が
あ
る
。
初
め
て

美
術
に
触
れ
る
人
が
多
い
学
部
生
の
授
業
で
変
則
的

な
解
釈
を
知
識
と
し
て
い
き
な
り
取
り
込
む
事
は
あ

ま
り
よ
く
な
い
と
考
え
て
い
る
。
大
島
先
生
は
そ
れ

ゆ
え
、「
決
し
て
奇
抜
な
こ
と
、
つ
ま
り
自
分
の
み

の
思
想
や
見
方
や
変
則
的
な
批
評
を
中
心
と
し
た
授

業
に
は
し
て
い
な
い
」
と
い
う
。「
い
ざ
自
分
で
研

究
す
る
と
き
に
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
が
出
せ
る
よ
う

に
、
最
初
は
基
礎
を
作
る
手
伝
い
を
す
る
」
こ
と
を

大
切
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
大
島
先
生
は
、
八
年
間
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
留
学
し
、

二
十
世
紀
米
国
の
抽
象
表
現
主
義
の
画
家
、
ジ
ャ
ク

ソ
ン
・
ポ
ロ
ッ
ク
に
関
す
る
研
究
で
博
士
号
を
取
得

し
た
履
歴
を
持
つ
。
戦
後
の
米
国
は
、
世
界
に
お
け

る
現
代
美
術
の
中
心
地
だ
。「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
は
、

趣
味
の
よ
う
に
美
術
館
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー
巡
り
に
興
じ

て
い
ま
し
た
」
と
い
っ
た
話
が
授
業
中
に
出
て
く
る

の
も
、
そ
の
と
き
の
経
験
が
あ
っ
て
の
こ
と
。
ア
リ

ゾ
ナ
州
で
車
を
借
り
て
、
一
週
間
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ア
メ

リ
カ
ン
の
遺
跡
を
巡
っ
た
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。
内

容
に
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
あ
り
、
決
し
て
教
科
書
で
は

知
る
こ
と
の
で
き
な
い
話
を
聞
く
の
を
、
学
生
た
ち

も
楽
し
み
に
し
て
い
る
。

　
そ
の
後
、
愛
知
県
美
術
館
の
学
芸
員
と
し
て
勤
め

て
い
た
経
験
も
、
授
業
の
内
容
を
豊
か
に
し
て
い
る
。

学
芸
員
は
、
常
に
作
品
と
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
る
。

像
を
投
稿
す
る
の
だ
が
、
別
の
ペ
ー
ジ
へ
の
誘
導
も

設
置
し
て
あ
り
、
サ
イ
ト
内
を
あ
ち
こ
ち
移
動
し
な

が
ら
「A

ir Language program

」
の
中
へ
入
り
込
ん

で
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
授
業
内
容
は
二
〇
二
〇
年

三
月
刊
行
の
『
芸
術
人
類
学
講
義
』（
ち
く
ま
新
書
）

に
沿
っ
て
お
り
、
授
業
を
通
し
て
一
冊
の
学
習
が
完

成
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、「A

ir Language

」
と
は
平
出
教
授
の

造
語
で
、
二
つ
の
意
味
を
持
つ
。
一
つ
は
「
な
ん

ち
ゃ
っ
て
言
語
」。
作
者
か
ら
読
者
に
空
を
飛
ん
で

届
く
よ
う
な
「
地
上
の
本
で
は
な
く
空
中
の
本
を
」

目
指
し
、
も
は
や
言
語
な
の
か
ど
う
か
も
わ
か
ら
な

い
、
鳥
や
雲
や
風
の
言
語
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
な
ん

ち
ゃ
っ
て
言
語
」
で
あ
り
、「A

ir Language

」
な
の
だ
。

「
実
は
駄
洒
落
な
ん
だ
よ
ね
」
と
笑
い
な
が
ら
話
す

も
う
一
つ
の
意
味
は
、「
エ
ル
ラ
ン
ゲ
ン
・
プ
ロ
グ

ラ
ム
」
を
モ
ジ
っ
た
と
い
う
も
の
。
ド
イ
ツ
の
大
学

で
弱
冠
二
十
三
歳
に
し
て
教
授
職
に
就
い
た
数
学
者

フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
ク
ラ
イ
ン
が
着
任
時
に
行
っ
た
、

そ
の
後
の
数
学
界
の
新
し
い
指
針
を
示
し
た
画
期
的

な
講
演
の
文
章
だ
。
数
学
少
年
だ
っ
た
平
出
教
授
は
、

こ
れ
に
強
く
憧
れ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
二
十
三
歳

に
対
し
て
七
十
歳
、
就
任
に
対
し
て
退
任
。
正
反
対

の
記
念
に
、「
エ
ル
ラ
ン
ゲ
ン
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を

意
識
し
た
名
前
を
つ
け
た
の
だ
。

　
取
材
・
撮
影
・
文
・
レ
イ
ア
ウ
ト
＝
村
尾
青
空

企
画
展
の
担
当
に
な
る
と
、
内
容
を
練
り
、
作
品
を

借
り
る
た
め
に
所
蔵
者
と
接
し
、
展
示
室
で
は
実
際

に
ど
う
す
れ
ば
来
場
客
に
よ
く
鑑
賞
し
て
も
ら
え
る

か
な
ど
の
工
夫
を
す
る
。
そ
の
よ
う
な
多
様
な
経
験

が
、
授
業
を
充
実
し
た
も
の
に
し
て
い
る
の
だ
。
授

業
が
専
門
的
な
内
容
に
立
ち
入
る
時
な
ど
は
、
学
生

が
置
い
て
い
か
れ
な
い
よ
う
、
ア
メ
リ
カ
留
学
時
代

に
見
た
展
覧
会
の
話
や
最
近
訪
れ
た
画
廊
や
美
術
館

の
話
な
ど
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
間
に
は
さ
み
な
が
ら
、

特
に
わ
か
り
や
す
く
丁
寧
に
話
を
し
て
く
れ
る
。

　
コ
ロ
ナ
禍
の
下
で
は
、「
学
生
の
顔
を
見
な
が
ら

授
業
が
で
き
な
い
た
め
よ
く
も
悪
く
も
ス
ム
ー
ズ
に

授
業
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
〝 

反
省
〞
し
た
」
と
い
う
。

オ
ン
ラ
イ
ン
で
も
通
常
の
授
業
と
変
わ
り
な
く
講
義

を
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
一
方
で
、
教
員
が
し
ゃ

べ
っ
た
こ
と
を
学
生
た
ち
が
本
当
に
理
解
し
、
よ
り

深
く
考
え
て
く
れ
て
い
る
か
ど
う
か
が
わ
か
り
に
く

い
。
気
配
り
の
必
要
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。
オ
ン
ラ

イ
ン
ゆ
え
講
義
は
自
宅
か
ら
で
も
可
能
だ
っ
た
が
、

回
線
事
故
が
起
き
な
い
よ
う
に
キ
ャ
ン
パ
ス
内
で
Ｌ

Ａ
Ｎ
ケ
ー
ブ
ル
に
パ
ソ
コ
ン
を
直
接
つ
な
い
で
臨
ん

だ
の
も
、
対
策
の
一
つ
だ
っ
た
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を

通
し
て
、
大
島
先
生
の
授
業
か
ら
感
じ
て
い
た
心
地

よ
さ
は
偶
然
の
も
の
で
は
な
く
学
生
と
誠
実
に
向
き

合
っ
て
く
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
気
づ
い
た
。
最
後
に
、

こ
ん
な
言
葉
を
も
ら
っ
た
。

　
「
若
い
感
性
が
あ
る
う
ち
に
優
れ
た
芸
術
作
品
の 

〝 

本
物
〞
に
触
れ
て
い
た
だ
き
た
い
。
若
い
間
に
し

か
得
ら
れ
な
い
感
動
が
あ
る
。
遠
く
の
展
覧
会
を
見

に
行
く
に
は
お
金
が
か
か
る
が
、
お
金
は
後
で
稼
げ

ば
い
い
。
し
か
し
若
い
感
性
は
そ
の
う
ち
に
失
な
わ

れ
て
し
ま
い
ま
す
。
将
来
、
あ
の
と
き
に
本
物
を
見

て
お
け
ば
よ
か
っ
た
と
後
悔
し
な
い
た
め
に
も
、
ぜ

ひ
今
の
う
ち
か
ら
美
術
館
や
画
廊
に
足
を
運
ん
で
、 

〝 

本
物
〞
に
触
れ
て
く
だ
さ
い
」

　
取
材
・
文
・
レ
イ
ア
ウ
ト
・
撮
影
＝
赤
荻
李
香

平出隆（芸術学科准教授）

（ひらいで・たかし）1950年生まれ、福岡県出身。一
橋大学卒。詩人・作家・批評家として著書多数。多摩
美術大学図書館長、同大学教授および芸術人類学研究
所所員。代表作に詩集『胡桃の戦意のために』（82年
刊・思潮社/芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞）や散
文集『左手日記例言』（93年刊・白水社/読売文学賞受
賞）、小説『猫の客』（2001年刊・河出書房新社/木山
捷平文学賞受賞）、評論『伊良子清白』（芸術選奨文部
科学大臣賞、藤村記念歴程賞、造本装幀コンクール経
済産業大臣賞）など。「言語と美術──平出隆と美術家
たち」展（18〜19年、DIC川村記念美術館）や「Air 
Language program」展（20年、多摩美術大学アートテー
ク）などで、現代美術と書物論的詩学をつなぐ展示活
動も展開。

※平出隆教授は、2020年度をもって本学科教授を退任します。

大島先生の共著書3冊。『生誕100年ジャクソン・ポロック展』図録、『ピカソ　
天才の秘密展』図録、『Ils ont regardé Matisse: Une réception abstraite, 
États-Unis / Europe, 1948–1968』

大島徹也（芸術学科准教授）

（おおしま・てつや）1973年愛知県
生まれ。東京大学文学部美術史学科
卒業。東京大学大学院修士課程修
了。ニューヨーク市立大学グラデュ
エートセンター博士課程修了。博
士（美術史）。愛知県美術館主任学
芸員、広島大学大学院准教授を経
て現職。主な共著にIls ont regardé 
Matisse（2009）。主な展覧会企画
／監修に「生誕100年ジャクソン・
ポロック展」（愛知県美術館・東京
国 立 近 代 美 術 館、2011 ～12 年 ）、

「バーネット・ニューマン」展（MIHO 
MUSEUM、2015年）。第11回鹿島
美術財団賞、第7回西洋美術振興財
団賞・学術賞受賞。

教員の部屋へようこそ 教員の部屋へようこそ
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芸
術
学
棟
三
階
の
入
り
口
の
近
く
に
あ
る
芸
術
学

科
研
究
室
。
カ
ウ
ン
タ
ー
越
し
に
助
手
と
副
手
の
姿

を
見
る
だ
け
で
、
学
生
た
ち
は
不
思
議
な
安
心
感
を

持
つ
。
助
手
・
副
手
は
、
授
業
の
準
備
や
学
生
へ
の

連
絡
な
ど
の
業
務
、
課
題
の
取
り
ま
と
め
、
授
業
で

使
う
機
器
の
整
備
や
管
理
か
ら
予
算
作
成
ま
で
さ
ま

ざ
ま
な
場
面
で
学
生
と
教
員
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
、
学

科
に
と
っ
て
欠
か
せ
な
い
存
在
だ
。
芸
術
学
科
で
は

現
在
四
人
が
勤
務
し
て
い
る
。

　
授
業
が
始
ま
る
直
前
、
助
手
た
ち
は
研
究
室
と
教

室
の
間
を
忙
し
く
動
き
回
る
。
講
義
系
の
授
業
で
は

教
員
が
使
用
す
る
パ
ソ
コ
ン
の
接
続
や
教
室
設
備
の

確
認
を
し
た
り
、
配
布
物
の
チ
ェ
ッ
ク
を
し
た
り
。

も
っ
と
も
二
〇
二
〇
年
度
は
コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
に
オ

ン
ラ
イ
ン
授
業
が
多
く
、
新
し
い
手
法
に
慣
れ
な
い

教
員
た
ち
の
フ
ォ
ロ
ー
に
奔
走
し
た
。「
画
像
が
う

ま
く
映
ら
な
い
ん
だ
け
ど
…
」
と
い
っ
て
戸
惑
う
教

員
た
ち
の
声
に
も
即
座
に
応
え
ら
れ
る
だ
け
の
ス
キ

ル
を
持
っ
て
い
る
。

　
一
方
、
学
生
た
ち
に
と
っ
て
は
、
遠
い
存
在
に
感

じ
る
こ
と
も
あ
る
教
授
陣
と
比
べ
る
と
、
助
手
た
ち

は
年
齢
も
近
く
、
身
近
な
存
在
だ
。
履
修
登
録
の
期

間
、
ゼ
ミ
室
の
鍵
の
借
用
、
レ
ポ
ー
ト
の
提
出
時
な

ど
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
接
す
る
機
会
が
あ
る
。
学
科

の
ゼ
ミ
等
が
企
画
す
る
展
覧
会
で
は
、
経
験
を
生
か

し
て
展
示
補
助
を
行
う
こ
と
も
あ
る
し
、
絵
画
や
版

画
、
彫
刻
制
作
を
行
う
「
芸
術
基
礎
・
制
作
」
の
授

業
で
は
、
専
門
的
な
道
具
の
使
い
方
の
指
導
な
ど
で

学
生
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
。

　
ま
た
、
コ
ロ
ナ
禍
の
下
で
は
、
パ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン

の
設
置
や
消
毒
環
境
の
整
備
な
ど
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
防
止
対
策
の
最
前
線
に
立
っ
た
。「
助

手
」
と
は
い
う
け
れ
ど
も
、
た
だ
教
員
に
い
わ
れ
た

こ
と
を
や
っ
た
り
学
生
を
助
け
た
り
す
る
だ
け
で
は

な
い
。
大
学
を
理
想
的
な
場
所
に
す
る
た
め
に
さ
ま

ざ
ま
な
方
策
を
自
ら
考
え
、
提
案
し
、
実
践
す
る
。

学
科
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

芸
術
学
科
に
お
け
る
学
生
と
教
授
の
橋
渡
し
役
と
も
い
え
る
研
究
室
。

そ
こ
で
働
く
助
手
や
副
手
は
、い
っ
た
い
ど
ん
な
仕
事
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
助
手
・
副
手
と
い
っ
て
も
そ
の
姿
は
一
様
で
は
な

く
、
小
説
の
執
筆
や
絵
画
の
制
作
、
あ
る
い
は
研
究

活
動
を
行
な
う
姿
も
見
ら
れ
る
。
そ
の
活
動
領
域
は

さ
ま
ざ
ま
だ
。
多
く
の
芸
術
分
野
に
触
れ
る
機
会
を

有
す
る
の
が
芸
術
学
科
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
あ

り
方
は
、
縁
の
下
を
支
え
る
存
在
で
あ
る
助
手
た
ち

の
姿
か
ら
も
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
四
人
四
様

の
方
向
を
向
い
て
い
る
か
ら
こ
そ
成
り
立
つ
後
ろ
楯

と
し
て
の
頼
も
し
さ
に
、
学
生
た
ち
は
日
々
救
わ
れ

て
い
る
。

　
副
手
の
島
田
浩
子
さ
ん
に
よ
る
と
、「
研
究
室
で

は
多
く
の
場
合
副
手
と
し
て
採
用
さ
れ
、
一
定
年
数

実
績
を
積
む
と
昇
格
し
、
助
手
に
な
り
ま
す
」
と
い

う
。
ま
た
仕
事
内
容
と
し
て
は
前
述
し
た
学
生
対
応

と
授
業
対
応
の
ほ
か
に
専
任
教
員
会
議
の
準
備
や

オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
の
準
備
、

各
種
広
報
物
の
作
成
、
他
に
も
入
試
に
関
わ
る
事
務

的
な
業
務
な
ど
が
あ
る
。

　
島
田
さ
ん
も
芸
術
学
科
の
学
生
・
院
生
だ
っ
た
。

学
部
で
は
展
覧
会
設
計
ゼ
ミ
に
所
属
し
て
実
践
的
に

展
覧
会
の
企
画
・
運
営
に
つ
い
て
学
び
、
大
学
院
で

は
美
術
家
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ア
リ
ス
に
つ
い
て
研
究
し

た
。
現
在
も
美
術
に
関
す
る
資
料
を
集
め
、
研
究
を

続
け
て
い
る
と
い
う
。
助
手
や
副
手
が
学
生
と
同
じ

よ
う
に
学
び
続
け
て
い
る
こ
と
を
知
る
と
、
身
が
引

き
締
ま
る
思
い
が
す
る
の
と
同
時
に
、
自
分
た
ち
の

や
る
気
も
湧
い
て
き
た
。

取
材
・
文
＝
荒
木
凜
太
郎

ど
ん
な
仕
事
？

研
究
室
の
助
手
っ
て
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側
も
画
像
と
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
を
意
識
し
た
作
品

を
制
作
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と

推
測
す
る
。
鑑
賞
者
の
行
動
や
意
識
の
変
化
が
制
作

者
の
行
動
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
わ
け
だ
。

　
人
は
何
の
た
め
に
生
き
て
い
る
の
か
。
一
つ
の
答

え
と
し
て
「
自
身
の
持
つ
知
識
を
後
の
代
に
伝
え

る
」
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
人
類
は
そ
う
や
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
哲
学
や
技
術

を
展
開
・
継
承
し
て
き
た
の
だ
。
教
員
は
い
わ
ば
、

そ
う
し
た
人
間
の
奥
底
に
あ
る
意
識
に
根
ざ
し
た
仕

事
を
す
る
役
回
り
と
も
い
え
る
。
川
瀬
さ
ん
は
「
芸

術
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
中
に

あ
る
」
と
の
考
え
方
の
う
え
に
立
っ
て
、
授
業
で
は

「
い
ろ
い
ろ
な
考
え
方
を
提
示
し
、
そ
の
中
か
ら
学

生
一
人
ひ
と
り
が
こ
れ
だ
と
感
じ
た
も
の
を
選
べ
る

よ
う
に
す
る
」
こ
と
を
理
念
と
し
て
い
る
そ
う
だ
。

特
に
美
大
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
方
に
強
い
こ
だ

わ
り
を
持
っ
た
学
生
が
集
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で

も
芸
術
学
科
は
と
り
わ
け
多
様
と
い
え
る
。
川
瀬
さ

ん
の
言
葉
は
、
芸
術
学
科
の
特
質
を
も
明
ら
か
に
し

て
い
る
。

　
取
材
・
文
・
レ
イ
ア
ウ
ト

　
＝
赤
荻
李
香
、
向
リ
サ

術
と
は
何
か
〞〝 

な
ぜ
自
分
は
感
動
す
る
の
か
〞
と

い
う
こ
と
を
疑
問
に
思
う
人
の
た
め
の
学
問
で
す
」

　
言
い
換
え
れ
ば
、
美
学
は
鑑
賞
者
に
フ
ォ
ー
カ
ス

す
る
学
問
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
鑑
賞
者
の
感
動
の

あ
り
よ
う
は
、
時
代
に
よ
っ
て
大
き
く
変
化
し
続
け

る
。
古
典
絵
画
な
ど
の
作
品
が
生
ま
れ
た
時
点
と
現

在
と
で
は
、
作
品
そ
の
も
の
は
変
わ
っ
て
い
な
く
て

も
鑑
賞
者
の
受
け
止
め
方
は
異
な
っ
て
い
る
。
美
学

は
そ
ん
な
背
景
の
う
え
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
だ
。

　
今
、
世
界
の
人
々
は
歴
史
的
な
感
染
症
に
な
る
で

あ
ろ
う
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
対
峙
し
て
い
る
。

コ
ロ
ナ
以
前
と
以
降
で
も
、
美
の
価
値
観
は
変
化
し

う
る
。
川
瀬
さ
ん
は
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
時
代
に

な
っ
た
現
代
で
は
、
絵
の
具
の
物
質
感
や
大
き
さ
の

感
覚
が
鑑
賞
体
験
か
ら
は
抜
け
落
ち
る
」
と
い
う
変

化
が
あ
る
こ
と
に
触
れ
、
そ
の
ス
ピ
ー
ド
が
コ
ロ
ナ

禍
に
よ
る
外
出
自
粛
等
の
た
め
に
急
速
に
増
し
て
い

る
と
指
摘
。
そ
の
結
果
、
見
る
側
だ
け
で
な
く
作
る

　
二
〇
二
〇
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
が

著
し
く
大
学
の
講
義
な
ど
の
多
く
が
オ
ン
ラ
イ
ン
で

の
実
施
に
な
る
中
で
、
こ
の
取
材
も
リ
モ
ー
ト
で
行

わ
れ
た
。
そ
し
て
リ
モ
ー
ト
で
あ
る
に
も
関
わ
ら

ず
、
し
っ
か
り
と
ス
ー
ツ
を
着
て
い
る
川
瀬
智
之
さ

ん
の
姿
か
ら
は
、
何
ご
と
に
も
真
摯
に
取
り
組
む
実

直
さ
が
伝
わ
っ
て
き
た
。

　
川
瀬
さ
ん
は
、
一
九
八
一
年
に
創
設
さ
れ
た
多
摩

美
術
大
学
芸
術
学
科
の
十
期
生
。
現
在
は
東
京
藝
術

大
学
芸
術
学
科
で
准
教
授
を
務
め
る
か
た
わ
ら
、
本

学
で
も
非
常
勤
講
師
と
し
て
教
鞭
を
執
っ
て
い
る
。

二
十
世
紀
の
芸
術
に
関
す
る
哲
学
的
思
想
の
研
究
を

専
門
に
す
る
現
在
の
道
に
進
む
こ
と
に
な
っ
た
き
っ

か
け
は
、
大
学
二
年
生
の
時
に
受
講
し
た
黒
川
弘
毅

先
生
の
授
業
だ
っ
た
。
選
択
必
修
の
実
技
の
授
業
の

中
で
黒
川
先
生
が
言
っ
た
言
葉
、〞
芸
術
は
〈
存
在
〉

と
存
在
者
を
媒
介
す
る
天
使
だ
〞
と
い
う
言
葉
に

衝
撃
を
受
け
、
芸
術
に
お
い
て
も
哲
学
が
存
在
し
、

重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
学
ぶ
。

尚
、
今
で
も
川
瀬
さ
ん
は
美
学
の
授
業
の
は
じ
め
に

い
つ
も
こ
の
言
葉
を
紹
介
す
る
そ
う
だ
。
美
術
を
深

く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
芸
術
や
美
に
つ
い
て
の
哲

学
、
す
な
わ
ち
「
美
学
」
を
知
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
と
気
づ
い
た
の
だ
。
本
学
科
で
の
学
生
生
活
は
、

今
の
川
瀬
さ
ん
の
根
幹
を
形
成
す
る
大
切
な
時
期
と

な
っ
た
。

　
初
め
は
、
鑑
賞
者
が
絵
を
見
て
感
動
す
る
時
に
心

の
中
で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
関

心
が
あ
っ
た
が
、
現
在
は
「
芸
術
家
が
ど
う
い
う
風

に
世
界
を
捉
え
て
い
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
を
考
え

る
よ
う
に
な
り
、
芸
術
分
野
に
お
け
る
哲
学
を
研
究

し
て
い
る
。
川
瀬
さ
ん
は
小
さ
い
頃
か
ら
二
十
世
紀

イ
タ
リ
ア
の
画
家
ジ
ョ
ル
ジ
ョ 
・
デ
・
キ
リ
コ
が
お

気
に
入
り
だ
っ
た
。
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
（
超
現
実

主
義
）
に
つ
な
が
る
、
極
め
て
不
思
議
な
空
気
感
を

持
つ
作
品
を
描
い
た
画
家
だ
。
最
近
は
イ
ン
ド
出
身

の
ア
ニ
ッ
シ
ュ
・
カ
プ
ー
ア
や
米
国
出
身
の
ビ
ル
・

ヴ
ィ
オ
ラ
の
よ
う
な
、「
芸
術
と
哲
学
と
宗
教
を
重

ね
て
芸
術
作
品
を
作
り
、
世
界
を
超
越
し
た
何
か
を

芸
術
で
つ
か
も
う
と
し
て
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
興
味

を
惹
か
れ
て
い
る
」
と
言
う
。
そ
し
て
、
小
さ
い
頃

か
ら
画
集
や
絵
を
見
る
こ
と
が
好
き
だ
っ
た
川
瀬
さ

ん
は
、
今
も
昔
も
共
通
し
て
、
現
実
を
超
え
た
世
界

の
作
風
を
も
つ
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
深
い
関
心
を
持
っ

て
い
る
と
い
う
。

　「
美
術
史
で
は
、
誰
が
何
の
た
め
に
作
品
を
作
っ

た
の
か
と
い
う
こ
と
な
ど
に
研
究
テ
ー
マ
が
フ
ォ
ー

カ
ス
さ
れ
ま
す
が
、
美
学
は
違
う
。
そ
も
そ
も
、〝 

芸

川
瀬
智
之 

さ
ん

東
京
藝
術
大
学
准
教
授
・
美
学
研
究
者

学
生
時
代
に
「
美
学
」
に
目
覚
め
る

本
学
科
十
期
生
と
し
て
当
時
の
「
ス
タ
デ
ィ
系
」
コ
ー
ス
で
現
代
美
術
を
学
ぶ
中
で
、「
美
学
」
に
目
覚
め
た
。 

鑑
賞
者
の
感
動
の
あ
り
よ
う
は
、
時
代
に
よ
っ
て
大
き
く
変
化
し
続
け
る
。 

コ
ロ
ナ
禍
の
下
で
は
、
美
術
作
品
を
見
る
側
も
作
る
側
も
意
識
が
変
わ
っ
て
い
く
と
推
測
す
る

（
か
わ
せ
・
と
も
ゆ
き
）
東
京
藝
術
大
学
准
教
授
。
美
学
研
究
者
。

1
9
7
1
年
神
奈
川
県
に
生
ま
れ
る
。
1
9
9
4
年
多
摩
美
術
大
学

美
術
学
部
芸
術
学
科
を
卒
業
後
、
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研

究
科
に
進
学
し
、
2
0
0
8
年
に
博
士
号
を
取
得
。
多
摩
美
術
大
学

で
は
、
2
0
0
7
年
か
ら
非
常
勤
講
師
と
し
て
務
め
て
い
る
。
専
門

は
美
学
。
著
書
に
『
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
美
学　
芸
術
と
同
時
性
』

（
2
0
1
9
年
）。

川瀬智之『メルロ＝ポンティの美学　芸術と同時性』
（青弓社、2019年）

写真：岩谷秋美

そこからここへ



21 20

な
い
ん
だ
と
い
う
無
力
さ
を
同
時
に
痛
感
さ
せ
ら
れ

た
。
非
常
に
つ
ら
か
っ
た
」
と
当
時
の
複
雑
な
心
境

を
打
ち
明
け
て
く
れ
た
。
こ
の
震
災
の
経
験
か
ら
、

人
が
残
し
た
い
と
願
う
芸
術
文
化
と
は
何
か
、
心
の

中
に
大
き
な
問
い
が
生
ま
れ
た
。
同
時
に
作
品
保
存

へ
の
関
心
と
、
芸
術
へ
の
考
え
方
を
根
本
的
に
見
直

す
大
き
な
き
っ
か
け
に
も
な
っ
た
と
い
う
。

   

芸
術
作
品
は
時
代
の
息
吹
や
動
き
、
人
々
の
心
の

深
層
な
ど
を
表
現
し
、
多
く
の
人
々
に
多
様
な
問
い

を
時
代
を
超
え
て
投
げ
か
け
る
。「
美
の
あ
り
か
を

探
す
こ
と
に
終
わ
り
な
ど
な
い
」
そ
う
強
い
ま
な
ざ

し
で
話
す
廣
江
さ
ん
は
、
今
で
も
震
災
の
時
に
投
げ

か
け
ら
れ
た
あ
の
言
葉
を
意
識
し
て
い
る
よ
う
に
も

思
え
た
。
人
が
尊
び
、
守
り
、
価
値
を
見
出
す
さ
ま

ざ
ま
な
美
は
、
一
体
何
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
の
か
。

人
に
ど
ん
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
か
、
意
識
し

な
が
ら
芸
術
に
向
き
合
い
続
け
て
い
る
。

取
材
・
文
・
レ
イ
ア
ウ
ト
＝
門
脇
咲
和

写
真
提
供
＝
廣
江
泰
孝

オ
デ
ィ
ロ
ン
・
ル
ド
ン
の
日
本
へ
の
影
響
に
つ
い
て
、

館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
軸
に
研
究
を
進
め
て
こ
ら
れ

た
の
は
美
術
館
学
芸
員
の
醍
醐
味
と
感
じ
て
い
る
。

　
ど
ん
な
こ
と
に
も
ア
グ
レ
ッ
シ
ブ
に
向
き
合
っ
て

き
た
廣
江
さ
ん
だ
が
、
学
芸
員
に
な
り
た
て
の
頃
は

苦
い
経
験
も
た
く
さ
ん
あ
っ
た
と
い
う
。
同
館
に
就

職
一
年
目
の
真
冬
に
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
が
起
き

た
。
地
震
発
生
直
後
、
文
部
省
か
ら
招
集
が
か
か
り
、

急
ぎ
現
場
に
向
か
う
こ
と
な
っ
た
廣
江
さ
ん
を
待
ち

受
け
て
い
た
の
は
、
目
を
背
け
た
く
な
る
よ
う
な
悲

惨
な
神
戸
の
街
の
光
景
だ
っ
た
。
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で

火
の
手
が
上
が
り
、
建
物
も
次
々
に
倒
壊
す
る
。
瓦

礫
を
か
き
分
け
な
が
ら
歩
く
路
上
に
は
、
呆
然
と
立

ち
す
く
む
人
々
の
姿
も
あ
っ
た
。
文
化
財
の
救
援
要

請
を
受
け
て
、
と
あ
る
寺
院
に
向
か
い
、
よ
う
や
く

仏
像
を
救
出
し
て
き
た
廣
江
さ
ん
に
叫
び
か
け
て
く

る
人
が
い
た
。「
今
そ
こ
で
亡
く
な
っ
て
い
る
人
も

い
る
の
に
、
な
ん
で
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
ら
れ
る

の
か
！
」
悲
鳴
に
も
似
た
そ
の
問
い
か
け
に
は
、
た

だ
立
ち
尽
く
す
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
。「
地
域

の
文
化
を
守
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
思
い
に
応
え
た
い

と
い
う
気
持
ち
と
、
今
そ
こ
に
い
る
人
す
ら
も
救
え

　
一
九
九
四
年
に
芸
術
学
科
を
卒
業
し
た
廣
江
泰
孝

さ
ん
。
在
学
中
は
、
ゼ
ミ
で
美
学
の
研
究
に
没
頭
す

る
か
た
わ
ら
、
本
学
の
実
技
の
学
科
の
学
生
と
交
流

し
作
家
の
考
え
方
に
直
接
触
れ
る
こ
と
で
興
味
関
心

の
幅
を
拡
げ
た
。
あ
る
時
、
教
授
か
ら
「
授
業
を
受

け
る
だ
け
で
な
く
、
自
分
の
目
で
本
物
の
作
品
を
見

に
行
き
な
さ
い
」
と
言
わ
れ
た
の
を
き
っ
か
け
に
、

「
時
間
が
あ
る
時
は
か
か
さ
ず
美
術
館
や
博
物
館
や

ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
足
を
運
ん
だ
」
と
振
り
返
る
。

   

現
職
の
岐
阜
県
美
術
館
学
芸
員
に
な
っ
て
か
ら

は
、
岐
阜
を
拠
点
と
し
、
国
内
外
を
飛
び
回
る
。
岐

阜
に
ゆ
か
り
の
あ
る
近
代
の
洋
画
家
山
本
芳
翠
や
熊

谷
守
一
、
さ
ら
に
は
フ
ラ
ン
ス
十
九
世
紀
末
の
画
家 廣

江
泰
孝 

さ
ん

岐
阜
県
美
術
館　

学
芸
員

「〝
美
の
あ
り
か
〞
を
探
る
こ
と
に
終
わ
り
な
ど
な
い
」

廣
江
泰
孝
さ
ん
は
、
岐
阜
県
美
術
館
（
岐
阜
市
）
で

日
本
の
近
・
現
代
美
術
の
研
究
や
保
存
を
専
門
と
す
る
な
ど
、

多
岐
に
渡
る
活
躍
を
し
て
い
る
。「
流
動
的
な
社
会
の
中
で
、

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
は
時
代
を
形
成
す
る
存
在
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。

学
芸
員
も
そ
こ
に
寄
り
添
っ
て
い
か
な
け
れ
ば｣

そ
う
力
強
く
語
る
廣
江
さ
ん
に
、

こ
れ
ま
で
の
経
験
を
語
っ
て
も
ら
っ
た
。

（
ひ
ろ
え
・
や
す
た
か
）
一
九
七
〇
年
生
ま
れ
。
九
四
年
多
摩
美
術
大

学
美
術
学
部
芸
術
学
科
卒
。
同
年
か
ら
現
職
。
大
学
時
代
の
専
攻
は

美
学
。
岐
阜
県
美
術
館
学
芸
員
、
課
長
補
佐
兼
学
芸
係
長
。
専
門
は

日
本
の
近
・
現
代
美
術
（
絵
画
）、
保
存
。
日
本
の
洋
画
家
、
熊
谷

守
一
に
関
し
て
、
ま
た
戦
後
に
お
け
る
書
と
絵
画
の
動
向
、
交
流
に

つ
い
て
主
に
研
究
す
る
。
二
〇
一
四
年
に
著
書
『
守
一
の
い
る
場
所　

熊
谷
守
一
』
企
画
・
監
修
で
、
美
術
館
連
絡
協
議
会
奨
励
カ
タ
ロ
グ

論
文
賞
・
優
秀
論
文
賞
（
個
人
表
彰
、
自
主
展
部
門
）
受
賞
。

加藤理子（芸術学科２年）
加藤さんは、現在、ファッション雑誌『ViVí』のア
シスタントやアパレルブランドを立ち上げて意欲的
に校外活動を行っている。

　
A1　幼稚園から高校まで規則の厳しい一貫の学校に通っ

ていたため大学ではやりたいことをしたいと思った。
ファッションに一番興味があったためその道に進も
うと考えたが、ファッションと一口に言ってもデザインやインフルエンサー、マネ
ジメント、広報など様々な分野の仕事がある。分野を限定せず自分のやりたいこと
を探しつつ興味関心のあることを勉強できる学校を探した時、芸学に出会った。

A2　『展覧会構成論』…アートが社会の中に存在する意味を自分なりに見出すことが面白
かった。

　
A3　興味があるものに偏ることなく、多様な思考を養うために興味のない授業も受講し

てみたい。また、多摩美には自分の好きなことを形にすることができる行動力のあ
る人がたくさんいる。その環境にいることがとても恵まれていると感じている。刺
激を受けたいし、自分も周りを刺激していきたいと思う。

A4　日本のビューティースタンドのファッション、いわゆるモデル体型の人だけが楽し
むファッションではなく、個性を引き出して生かすファッションの楽しさを発信し
たい。美しさの固定観念に囚われてしまっている人のファッションの定義を変化さ
せたい。

【最後に一言！】
やりたいことや好きなことがあったら、形にすると楽しいと思う。学生のうちは難しく考
えないで、やりたい事があったら行動してみたい。

兒
玉
安
那
（
芸
術
学
科
１
年
）

A
1　
普
通
大
学
で
は
な
い
大
学
に
入
ろ
う
と
考
え
て
い
た
か
ら
。
ま
た
、
絵
が
描
け
な
く
て
も
入
れ
る
と
い
う

多
摩
美
術
大
学
の
芸
術
学
科
に
ひ
か
れ
た
。

A
2　
『
美
術
館
展
示
論
』
…
展
示
の
こ
と
だ
け
で
な
く
、
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
新
た
な
発
見
が
あ
る
授
業
だ
っ

た
か
ら
。

『
美
術
と
生
活
』
…
美
術
と
生
活
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
面
白
さ
を
感
じ
た
か
ら
。

『
教
養
総
合
講
座
』
…
美
術
と
生
活
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
面
白
さ
を
感
じ
た
か
ら
。

A
3　
周
り
の
人
か
ら
刺
激
を
受
け
て
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に
挑
戦
し
人
生
を
豊
か
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

A
4　
映
画
や
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
、
イ
ン
テ
リ
ア
な
ど
に
興
味
が
あ
る
の
で
そ
う
い
っ
た
も
の
に
関
わ
る
仕
事
を
し

た
い
と
考
え
て
い
る
。
芸
術
と
関
わ
り
、
何
か
を
作
り
上
げ
た
い
。

【
最
後
に
一
言
！
】

何
か
凄
い
こ
と
を
芸
学
で
一
緒
に
や
り
遂
げ
ま
し
ょ
う
！

向リサ（芸術学科１年）
向さんは、高校１年生の時にファッションショーの企画を行った。高校２年生
の時には短編映画を制作し、映像制作の楽しさを知った。現在は、主に身体を
テーマにした作品作りを自主的に続けている。

A1　多摩美術大学ではプレッシャーに負けず伸び伸びと活動できると思った。
また、一つの事だけに集中して勉強するのではなく、さまざまなことを選んで
学べるところに魅力を感じた。勉強の次に大切なもの、勉強がなくなったとき
に自分が何をやるべきかを分かってる人が多くいることにもすごく惹かれる。

A2　『芸術基礎・ことば』…理論的で難しくて避けてしまうようなところも分かりやすく話してくれる。葉書
を作るのもすごく楽しかった。

『芸術学英語10』…俳句の翻訳が面白かった。全く同じものを訳しているのに一人一人の考え方によっ
てその人の個性が出たり、言語のあり方が変わったりするということを知ることができた。

『パフォーミングアーツ史』…演劇が好きな私でもここまで深く演劇のルーツや重要な人物について学ん
だことはなかった。新しい演劇の世界が見えたのがうれしかった。実際演劇部に入っていたけど、演じ
ることと見ることとではまた別の楽しみ方があると知った。

A3　自分の考えをしっかりと持った人が多いので、そういった人たちと切磋琢磨して技術や感性を育みたい。

A4　映画監督になりたいと考えているが、表現者として作家としての自分でありたいし、人生一度しかない
のでやりたいことをやり切りたい。全てが中途半端にならないよう、各方面の知識をたくさん学びたい
と思う。

【最後に一言！】
人生は今の連続でしかない。だからこそ今を楽しめる人間になる。どんな人間でも、それができる人は美しい。

多
摩
美
術
大
学
の
芸
術
学
科
（
以
下
「
芸
学
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の
学
生
た
ち
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将
来
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の
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そ
の
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芸
学
生
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造
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在
学
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み
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こ
と
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し
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将来どんな仕事をしたいか？　どんな職業に就きたいと思っているか。
この企画では、インタビューに応じてくれた３人の芸学生に以下の４つの質問をした。

■ Q1　芸学に入った理由は？
■ Q2　多摩美術大学に入って面白かった授業は？
■ Q3　芸学で何を吸収して将来に生かしたいか？
■ Q4　あなたの未来構造は？

インタビューによって、答えてくれた在学生のそれぞれが、
何となくではなく、学習意欲や強い意思を携えて進学してきたことがわかった。
2021 年に入学してくる学生のためにと行った企画だが、在学生にも、
改めて意識の高い学生が集う本学科に入学することができたことが
とても恵まれていると感じられるのではないだろうか。
これからの学生生活がとても楽しみになる結果だった。

取
材
・
文
＝
赤
荻
李
香

岐阜県美術館で行われた「明治150年展」（2018）の準備の様子 光学調査を公開展示した「ルドンヲカイボウスル展」（2017）会場風景
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造
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い
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事
と
は
？

そこからここへ
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　大学構内のほぼ中央に位置するグリーン
ホールに東学食堂はある。席数がキャンパス
内最大ということもあって、昼時には多くの
学生が訪れ、午後の授業に備えて腹ごしらえ
をする。
　食券機横のショーケースには日替わり定食
や丼ものが並ぶ。カレーにも三種類のトッピ
ングがあるなど、飽きることのない豊富なメ
ニューが東学食堂の特徴といえよう。取材の
日に食べたのは、日替わり丼だった。キムチ
の辛味と鶏の旨味を温玉が包みこむ。紅生姜
もいいアクセントとなった、ご飯がすすむ一
品だ。普通盛りでも十分のボリューム。さら
に、定食や丼ものには味噌汁がついてくる。
　 日 に よ っ て は Boulangerie Tougaku が、
食堂内でパンの出張販売を行っている。昼食
に迷った時は、とりあえず東学食堂を訪れれ
ば、自分にあった食事にありつけるだろう。

　芸術学棟から一番近い〝食堂〟、イイオ食堂。
対面授業時は頻繁に利用していたレクチャー
ホールや共通教育棟からも近く、「お昼はい
つもイイオ！」という芸学生も多いのではな
いだろうか。イイオ食堂の大きな特徴といえ
ば、やはりメニューにおける麺類の豊富さだ
ろう。「ラーメン」と名のつくメニューだけ
でもなんと九種類あり、昼休みには多くの学
生が麺類の受け取り口で行列を成す。そして、
なんといってもイイオを代表する麺と言えば

「イイオメンツー」だ。蕎麦とうどんが半分
ずつ楽しめるから「メンツー」、というユー
モアあふれる名前は、たくさんあるメニュー
の中でもひときわ目を引く。さらに、二種類
の麺が一度に楽しめるのにも関わらずお値段
は三五〇円。大学生のお財布にも優しく、お
得感溢れる一品だ。
　また、学科内で取ったアンケート結果には、

「海鮮丼」という回答もあった。イイオにあ
る海鮮丼は「ネギトロ丼」。毎日食べられる
わけではないが、メニューに並んだ日には
早々に完売してしまうことも珍しくない超人
気メニューだ。温かいご飯の上にふんだんに
盛られたマグロのトロは、お昼からこんなに
贅沢していいんですか？　と聞きたくなるほ
どの満足感を与えてくれる。また、昔からイ
イオといえばカレーが旨い！　という定評も
ある。カレー・麺・海鮮、この三つを食べたけ
ればイイオ食堂に駆け込めば間違いなしだ。

にありがたい。もう一つ、共通教育棟にはパ
ンの自販機が置かれている。隣にはカップや
小さなパックの飲み物の自販機もあり、共通
棟から出ずに食事を済ませることが可能だ。
二限も三限も共通棟であるという場合、ここ
で買って教室で食べるというのも手である。
　さらに本記事では、学科内調査でタマビの
外のメシについても聞いてみた。昼休みに
ちょっと足を伸ばしたり、帰りに寄ってみた
り。寄せられた意見で一番タマビに近かった
のは「ラニー」鑓水店。タマビの裏手にある
本格インドカレー店で、大きなナンとその価
格の安さが特徴的だ。また、橋本駅の近くに
ある「肉汁餃子 ダンダダン」のランチや「鳥
貴族」に通う芸学生もいるようだ。たまには
タマビから出て、周辺のメシを堪能してみて
はいかがだろうか。

　情報デザイン棟・芸術学棟の目の前にある
弧を描いた外観が特徴的な建物。そこにこの
店が入っている。「ブーランジェリー」とは
フランス語で「パン屋」、「トウガク」とはす
なわち東学食堂のことで、ここはパン専門の
系列店ということだ。
　日替わりのパンが毎朝十時からショーケー
スに並ぶ。惣菜パンから菓子パンまで、ヴァ
リエーション豊かで学生たちを飽きさせな
い。さらに、すべてのパンは店で作られたも
ので、時間によっては焼きたてのパンが味わ
える。天気のいい日には芝生やベンチに座っ
ていただくのも、片手で食べられるパンなら
ではの楽しみ。また、具だくさんの日替わり
スープも忘れてはならない。温かいパンと
スープで八王子の寒い冬も乗り越えられるこ
と間違いない。
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厨房の様子

メニュー表

ふっくらとした生地の
チーズとトマトの惣菜パン

日替わり丼
イイオメンツー

具だくさんのスープは
心も体も温まる

ガラス張りの
外観が特徴的

取材・文＝岩渕夏樹、村尾青空
撮影＝岩渕夏樹
レイアウト＝村尾青空

　東学・パン屋・イイオ。タマビには実はこ
の三つ以外にもメシがあることはご存知だろ
うか。一つは東学食堂に隣接するコンビニ、
セブンイレブン。お昼時は混み合い、少し遅
れていくとお弁当の棚は空っぽ ... なんてこ
とも。特にありがたいのはその開店時間の長
さで、他の食堂が閉まった後も営業している
ためおやつや少し早い晩ご飯として利用する
こともできる。また、そのセブンイレブンの
自販機がイイオ食堂の奥に設置されている。
こちらはおやつや飲み物など簡単な商品がほ
とんどだが、芸術学棟からセブンイレブンま
で歩くことを考えると、比較的近いイイオで
済ませられるのは、忙しいときなどには非常

タ
マ
ビ
メ
シ

東
学
食
堂 

イ
イ
オ
食
堂 

そ
の
他
の
メ
シ

Boulangerie 
Tougaku
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本学八王子キャンパス芸術学棟の実際の構造をベースに、
本誌の構造を描き出しました。目次の機能もあります。

「芸術学科（芸学）」とはなにか。この問いに対し
て芸術学科の学生が自ら取材をし、記事にした
のがこの媒体です。研究、批評、キュレーショ
ンなど芸術に対して様々なアプローチをする実
像が浮かび上がりました。なお誌名は、芸術を
意味するフランス語「art」から取っています。

※記事中に出てくる在学生の学年は、原則的に本誌が発行され
た2021年3月時点のものです
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本誌の構造
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「R」について

川
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京
藝
術
大
学
准
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・
美
学
研
究
者
）
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術
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礎
・
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（
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家
村
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研
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小
川
敦
生
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金
子
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金
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出
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究
室

大
島
徹
也
研
究
室

▼コロナ禍で普段通りの講義形式ができない中、無事全工程を終えることがで
き、協力して頂いた方々に感謝を申し上げたい。廣江さんからは、仕事の状況
や将来展望まで聞くことができた。中でも、被災経験のある学芸員という立場
の中で得た「芸術の探求に終わりはない」という芯のある考え方は、私の学び
の支えになっている。(門脇咲和 )

▼自宅で、オンラインでもできる作業がほとんどでありながら、やはり直接顔
を見て話し合うことに自分がどれだけ救われていたかを一番痛感した授業でし
た。本誌を通して、芸学を知ったり、新たな見方を得たり、何か心に響くこと
がありますように、と思います。(村尾青空 )

▼様々な人たちの協力で今回の記事が出来上がったことを実感しています。自
分の文章力や記事の構成力がいかに拙いかを実感するばかりでした。当然のこ
とですが、自分だけの力では作り上げることができなかった記事だと改めて思
います。（荒木凜太郎）
▼雑誌という媒体が出来上がるまでの行程にはあらゆる人間の熱量が詰まって
いることを実感しました。情報というものの純度を極力保ったまま人に伝える
という役割はこれから先も必要であり続けるでしょう。その役割を、雑誌とい
う媒体がよりユニークな形でし続けられることを、『R』の編集を通して認識で
きました。(尾上莉央 )

▼人生でこんなにパソコンと向き合うのは、初めてでした。19歳になってもで
きなかったり難しいと感じたりすることがまだまだあるんだなと、学びの多い
授業でした。またコロナの中での制作だったので、想像よりアンケートを集め
ることや取材など大変でしたが、記事が出来上がったことで受験生の手助けと
なれたらうれしいです！！（赤荻李香）
▼コロナ禍によって取材出来る機会が少なかった。しかし、可能な限り食堂に
行き、撮影し、食べ、感想をメモした。記事で紹介したのは一部だが、貴重な
経験となった。（岩渕夏樹）
▼雑誌制作という言葉に惹かれて飛び込みましたが、取材や執筆校正などいろ
んな方の協力なしでは出来ない経験でとても新鮮でした。反省点もたくさんあ
るため、また来年できたら活かしていきたいと思います。(上嶋純奈 )

▼文章を書くのは苦手ですが、先生方や学生の方々のおかげでなんとかなりま
した。ひと安心です。ありがとうございます。毎週記事を書いて雑誌を発行し
ている人たちって本当に凄いなあ。芸術学科がどんな場所なのか、よく分から
ない人も多いと思いますが、この雑誌で少しでも興味を持ってくれればうれし
いです。（奥谷笑子）
▼教授への取材を通して自分とは異なる価値観を拝聴・吸収し、執筆を通して
有意にアウトプットすることができました。雑誌の編集ノウハウだけでなく、
自分の将来の軸を構成するような、貴重な知識と経験を得ることができたと考
えます。（里石真留美）
▼私はある映画を見て以来、雑誌の編集長になることが夢でした。雑誌の背景
には多くの人がいてその数ほど物語がある、そして常に一歩先の未来を届ける
ものです。映画やドラマで見られる編集者は、なぜかいつも美しい印象があり
ます。私もそうなれたでしょうか。読者の方へ芸術学科の香りだけでも届くこ
とを祈っています。（向リサ）
▼ 取材もパソコンを使った編集作業も初めてで、慣れない作業で苦戦すること
もありました。最後までやり遂げられたのは、小川教授や研究室の方々が支え
てくださったおかげです。ありがとうございました。今感じている達成感と、
制作過程で学んだ知識は一生大切にします。（森分麻莉紗）
▼編集部の皆さん、大変お疲れさまでした。コロナ禍の下での編集・制作作業
は想像以上に大変でしたが、ようやく本誌発行の運びとなりました。多くの作
業はオンラインで行われましたが、完成するのは手に取ることができる紙媒体
です。手にとってしみじみとそのよさを味わいたいと思います。（小川敦生）

編集後記

R 顧問＝平出隆（多摩美術大学芸術学科教授）
編集長＝小川敦生（同）
編集協力＝芸術学科研究室
編集＝門脇咲和、村尾青空、荒木凜太郎、尾上莉央、赤荻李香、岩渕夏樹、上嶋純奈、奥谷笑子、
里石真留美、向リサ、森分麻莉紗
デザイン監修＝須山悠里（suyama design）
印刷＝株式会社 八紘美術

●掲載記事、写真の無断転載を禁じます。
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