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美
大
か
ら
新
聞
社
へ

　

東
京
造
形
大
学
を
志
望
し
た
動
機
は
、
当
時
、

自
己
表
現
が
で
き
る
仕
事
に
就
き
た
い
と
思
い
が

あ
り
ま
し
た
。
特
に
映
画
に
興
味
が
あ
っ
た
た
め
、

デ
ザ
イ
ン
学
科
映
像
に
入
学
し
ま
し
た
。
大
学
で

は
専
門
の
映
像
に
関
す
る
科
目
以
外
に
も
、
知
覚

心
理
学
や
放
送
論
、
そ
し
て
視
覚
情
報
伝
達
な
ど

を
履
修
で
き
た
こ
と
は
、
専
門
に
偏
ら
ず
柔
軟
な

思
考
を
養
え
る
一
助
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
学
生

時
代
に
造
形
大
の
先
生
か
ら
紹
介
さ
れ
た
講
義
や

人
脈
に
大
い
に
刺
激
を
受
け
ま
し
た
。
例
え
ば
映

画
実
習
の
担
当
教
務
だ
っ
た
中
川
先
生
か
ら
、
日

仏
学
院
で
興
味
が
あ
る
映
画
論
が
あ
る
と
聞
く
と
、

い
わ
ゆ
る
“
聴
講
生
”
の
形
で
無
料
参
加
さ
せ
て
も

ら
い
、
ま
た
履
修
し
て
い
た
仏
語
の
宮
本
先
生
に

は
、
知
人
で
あ
っ
た
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
の
日
本
人
画

家
、
今
井
俊
満
氏
を
紹
介
し
て
頂
き
自
宅
ま
で
押

し
掛
け
て
話
を
伺
う
貴
重
な
経
験
も
あ
り
ま
し
た
。

将
来
に
つ
い
て
試
行
錯
誤
し
た
時
期
で
学
生
の
行

動
と
は
言
え
、
今
思
え
ば
図
々
し
く
、
恥
ず
か
し

い
限
り
で
す
。
そ
れ
で
も
周
辺
の
人
た
ち
か
ら
温

か
く
対
応
し
て
く
れ
た
こ
と
に
感
謝
し
て
い
ま
す
。

一
方
、
大
学
入
学
直
後
か
ら
通
訳
会
社
に
登
録
し
、

テ
レ
ビ
局
の
二
か
国
語
ニ
ュ
ー
ス
番
組
に
派
遣
さ

れ
、
卒
業
ま
で
継
続
し
ま
し
た
。
ニ
ュ
ー
ス
に
は

魅
力
は
感
じ
て
い
ま
し
た
が
、
原
稿
を
忠
実
に
通

訳
、
翻
訳
す
る
仕
事
よ
り
も
自
ら
が
映
像
や
言
葉

で
表
現
で
き
る
分
野
に
進
み
た
い
と
考
え
て
い
ま

し
た
。
特
に
ニ
ュ
ー
ス
最
前
線
に
い
る
報
道
記
者

に
な
り
た
い
と
思
い
、
新
聞
社
を
就
職
先
に
選
択

し
ま
し
た
。

１
０
０
字
の
原
稿
よ
り
も
１
枚
の
写
真

　

１
９
８
４
年
、
読
売
新
聞
記
者
と
し
入
社
。
ま

ず
全
員
に
一
眼
レ
フ
カ
メ
ラ
を
持
た
さ
れ
ま
す
。

大
学
で
写
真
技
術
概
論
や
写
真
科
学
も
習
っ
て
い

た
お
か
げ
で
自
信
を
持
っ
て
臨
め
ま
し
た
。
一
般
大

学
出
身
者
に
は
写
真
講
義
は
な
く
、
入
社
早
々
、

美
大
出
身
で
助
か
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。

新
聞
は
活
字
メ
デ
ィ
ア
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、

写
真
を
掲
載
し
な
い
新
聞
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ

ん
。
新
聞
業
界
で
よ
く
聞
か
れ
る
表
現
に「
１
０
０

字
の
原
稿
よ
り
も
１
枚
の
写
真
」。
写
真
、
映
像
の

方
が
活
字
よ
り
も
視
覚
的
に
直
接
訴
え
る
力
が
優

れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
す
。
現
場
を
一
目
瞭
然
に

物
語
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
。
新
聞
社
が
取

材
す
る
対
象
は
「
ニ
ュ
ー
ス
の
百
貨
店
」
と
言
わ
れ

る
ほ
ど
多
岐
に
渡
っ
て
い
ま
す
。
政
治
、
経
済
か

ら
ス
ポ
ー
ツ
、
エ
ン
タ
メ
ま
で
あ
り
ま
す
。
私
が

米
ワ
シ
ン
ト
ン
特
派
員
時
代
に
は
ク
リ
ン
ト
ン
大

統
領
が
誕
生
、
ロ
ス
暴
動
や
日
本
人
宇
宙
飛
行
士

な
ど
取
材
し
ま
し
た
。
帰
国
後
は
五
輪
担
当
し
た

か
と
思
う
と
次
は
環
境
問
題
企
画
に
参
加
と
様
々

な
取
材
を
こ
な
し
て
き
ま
し
た
。
ペ
ル
ー
日
本
大

使
公
邸
人
質
事
件
が
発
生
、
休
日
を
友
人
と
過
ご

し
て
い
ま
し
た
が
、
本
社
に
呼
び
出
さ
れ
、
そ
の

ま
ま
現
地
へ
向
い
４
か
月
間
過
ご
す
こ
と
も
あ
り

ま
し
た
。

ロ
ン
ド
ン
芸
術
大
学
修
士
課
程
に
進
学

　

２
０
１
３
年
か
ら
編
集
委
員
と
し
て
主
に
報

道
写
真
や
戦
争
写
真
を
テ
ー
マ
に
執
筆
。
そ
し
て

大
学
講
義
を
担
当
し
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
報
道

写
真
を
学
術
的
に
研
究
し
た
い
と
い
う
思
い
が
募

り
、
大
学
院
留
学
を
決
意
し
ま
し
た
。
２
０
１
７

年
か
ら
社
内
留
学
の
機
会
を
得
て
、
ロ
ン
ド
ン
芸

術
大
学
修
士
課
程
に
進
学
。
美
大
の
中
に
希
望
す

る
専
門
課
程
が
あ
っ
た
の
で
、
造
形
大
で
培
っ
た

も
の
が
活
か
さ
れ
る
と
思
い
ま
し
た
。
英
国
教
育

の
特
徴
で
あ
る
「C

ritical th
in

kin
g

（
批
判
的
思

考
）」
は
、
専
門
だ
け
に
と
ら
わ
れ
な
い
物
事
を
ふ

か
ん
し
多
角
的
に
分
析
す
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
ま

す
。
完
成
作
品
の
結
果
よ
り
も
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を

重
要
視
さ
れ
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
課
題

の
一
つ
に
「
デ
ジ
タ
ル
や
フ
ィ
ル
ム
以
外
の
方
法
で

像
を
作
り
表
現
す
る
こ
と
」
と
あ
り
ま
し
た
。
私

は
寮
近
く
の
公
園
で
、
感
光
紙
を
使
い
、
木
枝
の

影
を
写
し
出
し
、 

透
写
紙 

で
な
ぞ
り
像
を
確
保
し

ま
し
た
。
そ
の
切
り
抜
い
た
像
を
針
金
に
付
け
て

光
を
投
影
し
て
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
「Sh

ad
o

w
 

In
stallatio

n

」
を
制
作
し
ま
し
た
。
透
写
紙 

を

使
う
発
想
は
、
造
形
大
で
過
ご
し
た
学
生
に
と
っ

て
特
別
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
級
友
た

ち
に
は
斬
新
に
映
っ
た
よ
う
で
し
た
。
留
学
期
間

中
に
取
材
を
始
め
た
高
層
住
宅
火
災
の
半
年
後
、

「G
ren

fell To
w

er Fire Six M
o

n
th

s O
n

」。

70
人
が
犠
牲
に
な
っ
た
住
居
の
生
存
者
や
周
辺
住

人
に
聞
き
取
り
し
、
人
種
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
問

題
を
提
起
し
ま
し
た
。
ま
た
卒
業
制
作
は
「
ベ
ル

リ
ン
壁
崩
壊
か
ら
30
年
を
前
に
し
た
「
壁
」
を
テ
ー

マ
に
し
た
「B

eh
in

d
 th

e W
all

」。
分
断
の
象
徴

で
あ
る
壁
が
減
少
す
る
ど
こ
ろ
か
急
増
し
て
い
る

背
景
を
探
り
ま
し
た
。
幸
運
に
も
住
宅
火
災
の
写

真
は
ロ
ン
ド
ン
博
物
館
が
企
画
し
た
「Lo

n
d

o
n

 
N

ig
h

ts

」
に
半
年
間
展
示
さ
れ
、
ま
た
卒
制
作
品

は
Ｂ
Ｂ
Ｃ
（
英
国
公
共
放
送
）
に
メ
デ
ィ
ア
学
生
の

作
品
と
し
て
放
映
さ
れ
て
反
響
を
呼
び
ま
し
た
。

記
者
と
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
は
類
似
し
て
い
る

　　

ア
ー
ト
の
世
界
に
と
ど
ま
ら
ず
、
造
形
大
出
身

の
多
く
が
第
一
線
で
活
躍
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま

り
、
社
会
が
既
成
概
念
に
と
ら
わ
れ
な
い
美
大
卒

の
人
材
を
求
め
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
才
能
溢
れ

る
造
形
大
の
“
仲
間
”
に
い
つ
も
触
発
さ
れ
、
自
分

も
新
た
に
挑
戦
す
る
意
欲
を
か
き
立
て
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

記
者
が
現
場
に
立
ち
会
い
、
目
撃
し
記
録
、
そ

し
て
紙
面
化
し
て
読
者
に
伝
え
る
。一
方
、ア
ー
テ
ィ

ス
ト
が
主
題
や
発
想
を
図
面
や
キ
ャ
ン
バ
ス
に
描

き
、
展
覧
会
で
作
品
を
発
表
す
る
。
記
事
と
作
品
、

そ
れ
ぞ
れ
出
力
の
形
は
異
な
り
ま
す
が
、
自
身
に

と
っ
て
記
者
と
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
は
非
常
に
類
似
し
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
異
業
種
で
あ
っ
て
も
親
和
性

が
あ
り
、
専
門
知
識
を
軸
に
変
革
を
目
指
し
、
ど

の
分
野
で
も
果
た
せ
る
役
割
が
美
大
卒
に
は
あ
る

と
確
信
し
て
い
ま
す
。

平 博之（たいら ひろゆき）
1959年 東京生まれ
1984年  東京造形大学　デザイン学科 映像

専攻　卒業
2019年  英国ロンドン芸術大学大学院ロンド

ン・カレッジ・オブ・コミュニケーション、
報道写真及び記録写真修士課程修了

主な職歴
1984年  読売新聞東京本社編集局　入社
1992年 読売新聞ワシントン特派員
2013年  読売新聞東京本社編集局写真部編集

委員

主な著書
1990年  「レモンジュースの雨」築地書館（共

著、読売地球環境取材団）
1993年  「読売報道写真集」（共著）ロス暴動、

ラビン・アラファト会談ほか
1996年  「中国環境報告」日中出版（共著、読

売中国環境問題取材班）
1998年  「読売報道写真集」（共著）ペルー日本

大使公邸人質事件
2015年  「戦後70年　にっぽんの記憶」中央

公論新社（共著、読売新聞）

主な受賞
1997年  「ペルー日本大使公邸人質事件」報道

で東京写真記者協会賞　受賞　　

ホワイトハウス、1993年9月14日付夕刊１面

ノルウェー・スバルバール島、2007年5月21日付朝刊特集面

BBC（英国国営放送）に放映された写真「セキュリティーガードの壁の前で
座り込み抗議する女性」（沖縄・キャンプ・シュワブゲート前、2018年7月31日）

カメラレスの課題「Shadow Installation」(ロンドンで、2018年5月22日)

ロンドン博物館に展示された「Grenfell」（ロンドンで、2018年5月9日）

15期 平 博之
デザイン学科

映像専攻

Q
．
人
形
に
興
味
を
持
っ
た
き
っ
か
け
は

A
．
人
形
劇
や
人
形
作
り
に
興
味
を
持
っ
た
の

は
、
祖
父
の
影
響
が
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
日

劇
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
ホ
ー
ル
の
支
配
人
を
し
て
い
た

祖
父
は
手
先
が
器
用
な
人
で
、
割
り
ば
し
や
お

が
ぐ
ず
を
ボ
ン
ド
を
使
っ
て
固
め
て
木
の
玩
具
や

人
形
を
作
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
割
り
ば
し
が
い
つ

の
間
に
か
人
形
に
な
っ
て
い
く
の
は
感
動
的
で
、

見
様
見
真
似
で
私
も
作
っ
た
の
が
は
じ
ま
り
で

す
。
創
作
活
動
や
舞
台
芸
術
に
近
い
環
境
で
育
っ

た
せ
い
か
、
早
く
か
ら
何
ら
か
の
表
現
者
に
な

り
た
い
と
い
う
意
思
が
あ
り
、
美
大
へ
進
学
し
ま

し
た
。
東
京
造
形
大
学
入
学
後
に
、
作
品
と
し

て
本
格
的
に
人
形
を
作
り
は
じ
め
ま
し
た
。

Q
． 

東
京
造
形
大
学
で
も
、
東
京
藝
術
大
学
大

学
院
で
も
デ
ザ
イ
ン
科
を
専
攻
さ
れ
た
の
は

Ａ
．
は
じ
め
は
美
術
学
科
を
考
え
て
い
ま
し
た

が
、
若
く
て
生
意
気
だ
っ
た
の
で
…
…
ア
ー
ト
は

習
う
も
の
な
の
か
疑
問
に
思
い
は
じ
め
て
、
も
っ

と
論
理
的
に
学
ぶ
に
は
デ
ザ
イ
ン
科
だ
と
思
い

高
校
3
年
生
で
方
向
転
換
し
ま
し
た
。
そ
の
頃
、

M
acin

to
sh

 G
3

が
発
売
さ
れ
、
そ
れ
ら
に
つ

い
て
い
け
な
い
と
世
の
中
と
コ
ン
タ
ク
ト
出
来
な

い
と
感
じ
た
の
も
デ
ザ
イ
ン
科
に
ひ
か
れ
た
要

因
だ
と
思
い
ま
す
。
舞
台
美
術
家
は
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
や
ア
イ
デ
ィ
ア
を
提
案
す
る
プ

レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
必
須
で
す
の
で
、
デ

ザ
イ
ン
科
で
学
ん
で
よ
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

Q
． 

チ
ェ
コ
の
大
学
院
へ
留
学
さ
れ
ま
し
た
が
、

チ
ェ
コ
で
の
苦
労
は

A
．
藝
大
大
学
院
卒
業
後
、
人
形
作
家
と
し
て

作
品
を
発
表
す
る
た
び
に
「
こ
の
人
形
は
動
か
な

い
の
」
と
か
「
人
形
劇
に
し
た
ら
面
白
い
で
す
ね
」

な
ど
の
感
想
を
も
ら
う
こ
と
が
多
く
、
そ
れ
な

ら
人
形
劇
の
舞
台
美
術
を
本
場
で
学
ぼ
う
と
、

チ
ェ
コ
国
立
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
人
形
劇
学
部
舞
台

美
術
科
大
学
院
へ
留
学
し
ま
し
た
。
チ
ェ
コ
語
で

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
苦
労
は
あ
り
ま
し

た
が
、
留
学
し
て
学
ぶ
こ
と
は
比
較
的
簡
単
で
、

い
ち
ば
ん
難
し
い
の
は
卒
業
後
に
外
国
人
が
チ
ェ

コ
で
仕
事
を
も
ら
う
こ
と
で
す
。

　

そ
の
た
め
、
日
本
的
な
や
り
方
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
仕
事
現
場
に
は
誰
よ
り
も
早
く
行
き
、
最

後
に
帰
る
、
相
手
の
ペ
ー
ス
に
さ
せ
な
い
よ
う
に

や
っ
て
き
ま
し
た
。
劇
場
は
ま
だ
ま
だ
男
社
会
で

す
し
、
私
は
女
性
の
ア
ジ
ア
人
で
す
か
ら
、
誰
よ

り
も
多
く
仕
事
を
こ
な
す
こ
と
で
文
句
を
言
わ
せ

な
い
よ
う
に
力
技
で
進
め
て
き
ま
し
た
。
今
で
は
、

決
断
も
早
い
で
す
し
、
仕
事
も
早
い
で
す
よ
。

Q
． 

日
本
で
林
さ
ん
の
作
品
を
み
ら
れ
る
機
会

は
あ
り
ま
す
か

A
．
昨
年
で
す
と
、
吉
本
興
業
創
業
1
1
0
周

年
記
念
事
業
で
、
な
ん
ば
グ
ラ
ン
ド
花
月
2
階

の
ウ
ィ
ン
ド
ー
と
、
日
本
一
大
き
な
ウ
ィ
ン
ド
ー

と
い
わ
れ
る
大
阪
阪
急
う
め
だ
本
店
の
コ
ン
コ
ー

ス
ウ
ィ
ン
ド
ー
の
デ
イ
ス
プ
レ
イ
を
担
当
し
ま
し

た
。
阪
急
う
め
だ
の
ク
リ
ス
マ
ス
シ
ー
ズ
ン
の

ウ
ィ
ン
ド
ー
に
は
2
0
1
9
年
か
ら
関
わ
り
4

年
目
に
な
り
ま
す
。
横
約
6
m
、
高
さ
約
4
m

の
ウ
ィ
ン
ド
ー
が
7
面
並
ぶ
コ
ン
コ
ー
ス
は
1
日

約
7
万
人
が
通
る
場
所
で
す
。
ご
覧
に
な
っ
た
方

が
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
は
。

Q
． 

人
形
作
家
、舞
台
美
術
家
、絵
本
作
家
、ウ
ィ

ン
ド
ー
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
か
ら
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド

の
M
V
出
演
と
多
岐
に
わ
た
る
活
躍
を
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
切
り
替
え
方
は

A
．
私
は
作
家
と
い
う
よ
り
デ
ザ
イ
ナ
ー
的
な
思

考
な
の
で
、
自
分
の
自
我
は
あ
ま
り
重
要
で
は

な
く
求
め
ら
れ
た
場
所
に
自
分
を
適
応
さ
せ
な

が
ら
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
幅
広
く

こ
ど
も
た
ち
に
伝
え
る
な
ら
絵
本
だ
し
、
劇
場

に
足
を
運
ば
な
い
方
に
あ
や
つ
り
人
形
の
世
界

を
知
っ
て
い
た
だ
く
に
は
ウ
ィ
ン
ド
ー
デ
ィ
ス
プ

レ
イ
が
効
果
的
で
す
。
ど
の
よ
う
な
形
で
誰
に
何

を
届
け
る
か
に
よ
っ
て
媒
体（
メ
デ
ィ
ア
）
を
変
え

れ
ば
い
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
デ
ザ
イ
ン
と
い
う

軸
が
あ
る
の
が
私
の
強
み
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

Q
． 

大
規
模
な
プ
ロ
ジ
ュ
エ
ク
ト
の
場
合
、
多
く

の
ス
タ
ッ
フ
の
力
が
不
可
欠
と
の
こ
と
で
す

が
、
学
生
ス
タ
ッ
フ
や
若
い
ア
ー
テ
ィ
ス
ト

へ
伝
え
た
い
こ
と
は
あ
り
ま
す
か

A
．
毎
年
日
本
で
特
別
講
義
を
す
る
機
会
が
あ

り
、
そ
の
時
に
学
生
に
伝
え
て
い
る
の
は
、
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
ほ
ど
思
考
が
内
々
に
な
っ
て
し
ま
い
が

ち
だ
け
ど
、
作
家
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
に
な
り
た
い
の

な
ら
俯
瞰
し
て
世
界
を
・
自
分
を
見
る
よ
う
に

し
な
い
と
物
事
を
伝
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い

う
こ
と
で
す
。

　

俯
瞰
し
て
み
る
ひ
と
つ
の
方
法
と
し
て
、
旅
を

す
る
こ
と
、
音
楽
を
聴
き
、
映
画
を
観
る
こ
と

も
薦
め
て
い
ま
す
。

　

自
分
の
視
野
を
広
げ
、
相
手
に
何
を
伝
え
た

い
か
明
確
し
て
か
ら
表
現
す
る
こ
と
が
、
作
家
、

デ
ザ
イ
ナ
ー
の
責
任
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

Q
．
こ
れ
か
ら
挑
戦
し
た
い
こ
と
は

A
．
チ
ェ
コ
に
住
ん
で
か
ら
7
年
間
は
チ
ェ
コ
で

の
仕
事
の
み
受
け
て
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
ポ
ー

ラ
ン
ド
、
ス
ロ
バ
キ
ア
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
各
国
で

仕
事
を
し
て
き
ま
し
た
が
、
近
年
は
日
本
で
の

仕
事
も
引
き
受
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ

れ
は
、
チ
ェ
コ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
よ
う
に
人
形
劇

の
地
盤
が
な
い
日
本
で
、
人
形
劇
を
身
近
に
感

じ
て
も
ら
え
る
存
在
に
し
て
い
く
こ
と
の
一
助
に

な
れ
ば
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
す
。

　

ふ
と
目
に
し
た
ウ
ィ
ン
ド
ー
の
あ
や
つ
り
人
形

が
、
私
の
絵
本
が
、
人
形
の
世
界
に
興
味
を
持

つ
き
っ
か
け
に
な
っ
た
ら
最
高
で
す
。
そ
の
為
の

種
ま
き
を
し
て
い
ま
す
。

人
形
劇
が
盛
ん
な
チ
ェ
コ
で
は
、
街
の
至
る
所
に
マ
リ
オ
ネ
ッ
ト
劇
場
や
人
形
専
門
店
が
溢
れ
て
い
ま
す
。

国
立
大
学
に
人
形
劇
を
学
ぶ
専
攻
も
あ
る
ほ
ど
国
家
と
し
て
人
形
劇
を
大
切
に
す
る
理
由
は
、
か
つ
て
ド
イ

ツ
を
は
じ
め
周
辺
国
の
支
配
を
受
け
、
チ
ェ
コ
語
を
禁
じ
ら
れ
た
際
も
人
形
劇
だ
け
は
母
国
語
で
上
演
が
許

さ
れ
、
人
形
劇
が
チ
ェ
コ
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
拠
り
所
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
ん
な
人
形
劇

の
本
場
チ
ェ
コ
で
学
び
、
人
形
作
家
・
人
形
劇
舞
台
美
術
家
と
し
て
世
界
で
活
躍
す
る
林
由
未
さ
ん
に
お
話

を
伺
い
ま
し
た
。

林 由未（はやし ゆみ）
1979年　神奈川県横浜市生まれ
2002年　東京造形大学視覚伝達専攻科　卒業
2004年　東京藝術大学大学院デザイン科　修了
2007年　チェコ国立芸術アカデミー人形劇学部舞台美術科大学院入学
2008年　ポーラ美術振興財団　在外研修助成を受ける
2010年　同大学院を首席で修了 
2012年　 文化庁芸術家在外研修員

主な演劇・舞台美術
2008年　  「Velmi společnské tance」舞台美術、衣装デザイン（チェコ）
2009年 　 「Urašima a mořská princezna」舞台美術、
  人形・仮面、衣装デザイン（チェコ）
2010年　  「Červený sen」企画・構成、舞台美術、人形・
  仮面制作、衣装（チェコ）
2011年　  「Monika Rebcová Dance」仮面製作（チェコ）
2012年　  「Čertovské pohádky」仮面製作（チェコ）
2013年　  「O Malence」舞台美術、人形、衣装デザイン（チェコ）
2014年　  「Zlatovláska」舞台美術、人形製作、衣装デザイン（チェコ）
2015年　  「Mysterious Lake」人形制作（アメリカ）
2016年　  「GOLEM」人形制作（日本）
2017年　  「長靴下のピッピ」舞台美術、人形制作、
  衣装 (ポーランド)
2018年　  「きんいろの髪のお姫さま」舞台美術、人形制作（日本）
2019年　  「Hachiko」舞台美術、人形デザイン（ポーランド）
2022年　  「MITRIDATE, RE DI PONTO」仮面製作（ドイツ）
2022年　  「ヘレン・ケラー」人形制作（チェコ）

主なディスプレイ
2019年　 「くるみ割り人形」阪急うめだ本店
2020年　 「くるみ割り人形」阪急うめだ本店
　　　　  「One World Tree〜世界は夜空でついながっている」
 クイーンズスクエア横浜
2021年　 「くるみ割り人形」阪急うめだ本店
2022年　 「吉本興行創業110周年記念事業」なんばグランド花月
　　　　  「不思議の国のアリス」阪急うめだ本店

主な書籍
2017年　「つくってあそぼう！あやつりにんぎょう」福音館
2020年　「つくってあそぼう！くつしたにんぎょうげき」福音館

吉本興行創業110周年記念事業、なんばグランド花月美観プロジェクト　2022年

阪急うめだ本店クリスマス・ショーウィンドー　「不思議の国のアリス」2022年

「つくってあそぼう！あやつりにんぎょう」福音館　2017年

「きんいろの髪のお姫さま」初演上演　日本　2018年

阪急うめだ本店クリスマス・ショーウィンドー　「不思議の国のアリス」
2022年

「Hachiko（ハチ公）」初演上演　ポーランド　2019年
Photo:Albert Roca Macia 
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　2022年初秋9月18日（日）展覧会初日は土砂降りだっ

た。ここ数年の恒例で初日にアートツアー動画を撮るの

だが、酷い雨音でアーティスト自身による作品解説がまる

で無意味になるところだった。(ギリギリ声が聞き取れる

のでよろしければ是非ホームページよりご覧下さい)

本当に自然に左右される展覧会だ。

　だがそれこそがこの展覧会Laboratory of forest art

の醍醐味である。展覧会も制作も会議もほぼ全て自然の

中で行われる。横浜と聞くと港町で比較的都会をイメージ

させる事が多いかもしれないが、自然も多く残っており、

その中の一つの里山を会場に使わせてもらっている。

　その里山を私達は森と呼び、前進の展覧会から数える

と20年以上が経過している。その森で、私達は毎年先ず

は初春に整備をする事から始める。枯れ枝、枯葉を退けて

朽ちた木を切り倒し下草を刈る。ある程度のスペースと安

全が確保出来たら、各作家が構想を元に場所決めをする。

　作家によってはあえて荒れた切り開かれていない場所

を選んだり、何年も同じ場所を選んだり、昨年の場所を

また別の作家が選んだりする。森の素材を使うというの

が基本的要素なので、場所選びの次は材料集めだ。チェ

ンソーを使わないと切り倒せない木から、手ノコでいける

木、枝、葉、草、実、土、本来は森の素材とは言えない

BB弾（近年のサバゲーブームで森にいくらでも落ちてい

る）等々豊富にあるが、希少な為切らないで欲しい物、

毒性等で気を付ける必要がある物等に注意は必要である。

　作家にもよるが本格的な制作が始まるのは真っ盛りの

夏になる。街より森は涼しいと言っても危険防止や防虫の

為に長袖長ズボンで活動する為に、とても暑く、すぐに体

力が奪われ思うように進まない。と、思っているうちに予

告なく台風が来て中断を余儀なくされる。台風が去ると昨

今のナラガレの為に展示場所に木が倒れていたりとなか

なか進まない。

　それでも制作をする、時にこちらの都合など少しも考え

ていない自然を恨めしく思いながら、足掻きながら、時

に何物にも変えられない自然に抱かれて感謝をしながら、

楽しみながら。

　そうこうして作品は完成し、展覧会が始まった。が、安

心は出来ない、大雨、暴風、自然の脅威は続く。展覧会

中に修理が必要になる場合もある。修理までは要らなく

とも、自然素材の作品は時間と共に変化していく。１ヶ

月余りの会期最終日10月23日（日）には森における各

作品の初々しい異質感は薄れ、森と同化し始めているも

のも多くあった。シュロの茎を編む様に組んで龍を表現し

た「龍の巣」ASADA　は当初は主だった緑が茶色に変

化し存在を知らなければ通り過ぎてしまう様だった。そし

て森での活動は晩秋に終わり、冬は人の活動はお休み。

　この展覧会では作品は冬を越し、翌春にメンテナンスを

してもう一度展示の機会を得る。この様に1年を通したサ

イクルで森の自然と共にある展覧会である為、数年にわた

り関わっていく作家が多いのもこの展覧会の特徴である。

　今年度の参加アーティストは初が1名で複数年継続が

11名の合計12名であった。コロナ禍の中では3年目とな

るが、３名のアーティストがそれぞれワークショップを実

施し、土日祝日には作品を解説して巡るアートツアーも行

いコロナ禍以前に近い集客があった。2022もこの「森」

に感謝。

　冬の終わる頃、森に作家やスタッフが集まり、冬を越し

た作品を眺め、今年はどうするああするこうすると、寒い

中で話し始めるだろう。

　そして山桜が散り春の展覧会が終わると、作家も数名

入れ替わり、森の整備をしながら、森を歩きながら、森

と対話をしながら新たな一年が始まる（予定）。

　「森」またよろしく。

　仲本拡史（東京造形大学卒業生）を代表とする団体

「逗子アートフィルム」は引き続き、アーティストと鑑賞

者、研究者や教育者が市民として緩やかに繋がり合う場

を作り、芸術映画に特化した逗子の映像文化を育むこと

を目的として、イベントを開催した。

　3月20日には、逗子文化プラザなぎさホールにて、ハ

ブヒロシ監督（東京造形大学卒業生）『音の映画 -Our 

Sounds』上映会を行った。新人監督による映像のない

音の映画というやや特殊な内容で、有料の上映にも関わ

らず、無料で上映を行なった前回12月の上映よりも多く、

42名の来場があった。上映後に実施されたトークセッショ

ンでは、監督と観客との活発な意見交換が行われた。上

映では、視覚障害者向けのバリアフリーを目指し、メイン

のウェブサイトのほか、音声読み上げに対応したウェブサ

イトの制作や、日本語学習者向けの読み仮名をふったウェ

ブサイトを制作した。また、視覚障害者向けに、JR逗子駅、

および京急逗子葉山駅からの送迎を行なった。アドバイ

ザーとして、視覚障害者でセラピストの石井健介氏と、眼

科医の澤崎弘美氏に、運営や広報の一部を担当していた

だいた。視覚障害者の方たちは本来、介助者の手伝いの

ない夜に出歩くのは難しい場合が多いが、上記の工夫を

行うことによって、多数の視覚障害者の方に映画をご覧

いただくことができた。また、広報では、逗子葉山経済

新聞を始めとしたいくつかのウェブ媒体に記事が掲載さ

れたほか、湘南ビーチFMでも取り上げられた。口コミで

の反響も多くあり、今後また人気が広がっていくことを期

待したい。観客からのコメントなどは、公式ウェブサイト

に掲載している。

　10月8日には、逗子アートフェスティバルのメイン企画

として、逗子文化プラザさざなみホールにて、現代美術

の映像作品に特化した上映会を行った。国内外で活躍す

る、逗子に縁のある映像作家を中心に、新作短編映画、

ドキュメンタリー、アニメーションを上映。計72名で満席、

10代から70代の幅広い層の来場があった。上映作家は

大西景太、内海拓、仲本拡史、深田隆之、本藤太郎、宮

田涼介、山下つぼみの7名。

　11月27日には、昨年「イメージフォーラム・フェスティ

バル 2022」東アジア・エクスペリメンタル・コンペティ

ションで大賞を受賞した磯部真也（東京造形大学卒業生）

の特集上映を、アートスペースCALAMARIで開催。上映

後には仲本との対談も行い、20名（満席）の来場があった。

　実験映画や、現代美術の映像表現は、かつて東京造形

大学の映画専攻で教えられてきたが、様々な理由によっ

て、次世代への継承は困難に直面している。しかし、今

も多くの人を魅了している分野であり、映像文化の先端を

切り拓き続けている。私の住む逗子を端緒に、今後もさ

らなる地域への定着と、映像文化の醸成を目指して活動

を続けていきたい。逗子アートフィルムの詳細はartfilm.

jpを参照のこと。

　本企画の東京造形大学校友会関係者は以下。磯部真

也、土生裕、曽和聖大郎、木津谷あみ、仲本拡史(共に

映画専攻卒業)。

協 賛 団 体 展 覧 会 レ ポ ート

協 賛 団 体 展 覧 会 レ ポ ート Laboratory of  forest art 2022

逗 子アートフィルム  2022

Laboratory of forest art 2022
会  期  2022年9月18日（日）〜10月23日（日）
会  場  横浜動物の森公園　里山ガーデン保全林（よこはま動

物園ズーラシア・里山ガーデン隣接の森）
校友会関係者  3名（6期 高田 芳樹　12期 原田 曉　
   25期 ASADA）

逗子アートフィルム2022
会  期  2022年10月8日(土)
会  場 逗子文化プラザさざなみホール
校友会関係者 5名（36期 磯部 真也、
  39期 土生 裕、
  39期 曽和 聖大郎、
  53期 木津谷 あみ、
  41期 仲本 拡史）

常務理事会の動き

　2022年度の常務理事会は昨年度に続き、新型コロナウィル
ス感染症予防のため、以下のスケジュールでオンラインで開催
しました。

2022年　第３回常務理事会  オンライン開催　2022年9月30日

2022年　第４回常務理事会  オンライン開催　2022年11月25日

第３回常務理事会の第１議案として、「東京造形大学校友会
協賛団体」に関し、2022年後期分として１団体より申請があ
りました。審査の結果、新規申請団体である「消えるアート」
に10万円の協賛を決定しました。第2議案として、「留学奨学
生応募資格」について検討しました。「大学・大学院卒業後5
年以内」としている留学奨学生の応募資格について、近年の応
募者の減少や新型コロナによる留学の延期など現状を踏まえ
て見直しが提案され、以下の通り応募資格が変更されました。

変更前
Ⅲ 応募資格・条件
1. 東京造形大学ならびに東京造形大学大学院を卒業後5年以

内の校友会員の方。

変更後
Ⅲ 応募資格・条件
1. 東京造形大学ならびに東京造形大学大学院を卒業した校友

会員の方。

第3議案として、「校友会ロゴマーク」に関し、校友会公式の
Twitter、Instagram、YouTube等を開設するにあたり、ア
イコンを作成する必要性が生じたため、新たにロゴマークを作
成したことを常務理事の長井から報告しました。これは「友」
という文字を、Tokyo Zokei Universityの頭文字の小文字、t、
z、uを組み合わせてデザインしたものです。審議の結果、今
後SNSのアイコン他、会報誌・HP・校友会封筒等で使用して
いくことが確認されました。

第4回常務理事会の第1議案として、「東京造形大学校友会協
賛団体」に関し、2022年後期分として１団体より申請があり
ました。審査の結果、11回目の協賛となる「国際野外の表現
展2023」への協賛について、東京造形大学校友会協賛団体 
内規 第2条 支援条件⑧「新規申請団体を優先するが、申請内
容、予算執行状況等の総合的な判断により既支援団体の連続
支援も妨げない」にもとづき10万円の協賛を決定しました。
第2議案として、「四美大アラムナイ公開セミナー」について
報告がありました。「美術を楽しむ日」を記念した公開セミナー
として、校友会公式YouTubeにて「こだま先生のパッケージ
デザイン講座」が配信されたことが報告され、これを確認しま
した。

公  開  日 9月29日に東京造形大学校友会 

 公式YouTubeにて公開

閲覧回数 942回（2023年2月現在）

タイトル  「こだま先生のパッケージデザイン講座」

出　   演 小玉文常務理事　　渡部千春常務理事

第３議案として、「ホームカミングデー」に関し、CS祭期間中
にホームカミングデーとして、卒業生、在校生、受験生、一般
すべての方が集える場所を提供したことが報告されました。

日　　時 10月15日（土）〜16日（日）10:00〜17:00
会　　場 大学院棟4階　学長室　
展示内容  50周年誌パネル展示、1984年制作大学広報映

画上映
来場者数 112人（CS祭来場者総数約4000人） 
 卒業生、一般……58%
 教職員…………20％
 在校生…………12%
 受験生…………10％

第4議案として、「東京造形大学校友会会長ならびに監事の通
信選挙結果」について報告がありました。東京造形大学校友
会会長ならびに監事の通信選挙に関し、該当候補者の承認が
返信書類の過半数を得たので、継続してその任に当たること
を決定しました。

有効投票数356票のうち
承認　　347票
非承認　　 4票
無記名　　 5票

常務理事　長井 健太郎

Ⅰ 募集人数
年間予算180万円を限度とした人数。

Ⅱ 奨学金額
滞在期間が6ヶ月以上の場合一人60万円の奨学金贈与。
滞在期間が3ヶ月以上6ヶ月未満の場合一人40万円の奨学金贈与。
滞在期間が1ヶ月以上3ヶ月未満の場合一人20万円の奨学金贈与。
但し、他大学経由の場合、もしくは本学以外の組織・機関から応募する場合
は奨学金額は4分の3となる。

Ⅲ 応募資格・条件
1. 東京造形大学ならびに東京造形大学大学院を卒業した校友会員の方。
2. 公的機関及びそれに準ずる留学の受け入れ先を証明できる方。
3. 終了時に、下記のレポート、書類の提出を義務とします。
　①留学（研究）レポート。
　②在籍証明書、終了証明書等留学の事実を証明出来るもの。
　　（修学期間毎・5月31日提出締め切り）
4. 上記1〜3の項目を偽ったり、履行しない場合は奨学金の全額を返還

していただく場合があります。
5. 留学奨学生に選考された場合、日本国内に保証人をたてていただきます。

Ⅳ 選考
応募者は、次の書類・留学計画書（小論文）・作品のカラー写真をまと
めて提出して下さい。
1.  願書・履歴書（校友会の所定用紙による）。顔写真貼付のこと
　（5×4cm）。
2.  留学先の受け入れを証明する書類（写し・推薦書も可・様式は随時、

和訳添付の事）。
3. 東京造形大学教務部交付の卒業証明書・成績証明書。
4. 留学について所定用紙に「1〜3」の設問に沿って書き込んで下さい。
5. 過去に制作した作品のカラー写真10枚以内。
　・ 市販のクリアファイル（A4版）にファイルすること。
　・ ファイルの表紙に氏名を記入すること。
　・  ファイルの見開き1頁目、作品写真データ用紙（校友会所定のもの）

を貼付けること。
　・  作品写真データ用紙No.と、ファイル各頁左上の通しNo.を対応委

させること。
　・ 各頁の余白に、氏名、作品名、作品のサイズ、制作年を明記すること。
　・ 各写真の裏面にも氏名、作品名を明記すること。
　・ 映像等の作品は、CD、DVD等での提出も可。
　　※上記作品データに作品時間、制作年を明記すること。

Ⅴ 選考方法
選考会は、校友会常務理事会による書類審査となります。また、選考会
には必要に応じて会長、副会長が参加します。
審査方法は、留学計画書、提出された作品写真またはデータ、受け入れ
先の確認、在学中の成績等、総合的に評価し選考されます。
また、書類選考後、必要に応じて面接選考を行うことがあります。

Ⅵ 願書配付期間
2023年3月1日（水）〜4月28日（金）

Ⅶ 応募受付期間
2023年5月8日（月）〜5月26日（金）

Ⅷ 願書受付期間応募先
東京都八王子市宇津貫町1556　東京造形大学校友会事務室　宛
tel/fax（校友会事務室） 
　（校友会事務室） 042-637-3093（月、水、金曜日9:00〜17:00）
tel（大学代表）
　042-637-8111（内線113）
e-mail : info@zokei.net
1.  願書配付については、送料200円分の切手を同封の上、送付先を明記

して郵送にて事務室に請求して下さい。
2.  応募に関しては、郵送の場合は締切り日迄の消印を有効とし、「応募

書類」朱書した書留郵便にして下さい。

Ⅸ 選考結果の発表
2023年6月12日（月）午前中、審査結果を応募者全員に電話連絡しま
す（各自、確認の電話を入れても構いません）。その際、奨学生（確定者）
に関しては、本人の確認と、留学の確認を再度させていただきます。

Ⅹ 決定と手続き
本人の確認後、15日以内の所定手続き完了後、7月下旬に支給されます。
奨学生の決定は会報誌で公示します。

「まなざす Regard/r(e)ga:r（仏）」と解説する高田芳樹 「巨木のイメージ-17」と解説する原田暁 「森の動画を作ろう」ワークショップ中のASADA

東京造形大学校友会
留学奨学生募集要項

東京造形大学校友会シンボル＆ロゴタイプ案

■会長
　犬童 一心　　　　
　15期 デザイン学科 映像専攻
　現職：映画監督

■監事
　吉田 真之市　　　
　23期 デザイン学科 デザインⅡ類
　現職： アートディレクター／インスタレーションアート

プロデューサー

■監事
　井口 亮　　　
　24期 デザイン学科 デザインⅡ類
　現職： 日本工学院八王子専門学校　デザインカレッジ

教員


