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た
め
の
話
し
合
い
」
で
あ
る 

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ワ
ー
ク 

シ
ョ
ッ
プ
の
実
践
も
行
っ
て 

い
る
演
出
家
で
劇
作
家
の
鴻
上
尚
史
は
、「
子
ど
も
た
ち
は
学
校

語
を
持
っ
て
い
る
」
と
言
う
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、「
求
め
ら
れ

て
い
る
正
解
を
言
お
う
と
す
る
」
学
校
で
の
子
ど
も
た
ち
の
「
習

慣
・
く
せ
」
を
表
現
し
た
言
葉
だ
ろ
う
が
、「
話
し
合
い
」
が
予

め
な
に
か
の
答
え
に
向
か
っ
て
い
る
と
き
、
子
ど
も
た
ち
は
間

違
い
な
く
「
正
解
探
し
」
を
は
じ
め
る
。 

 

も
ち
ろ
ん
、
現
代
の
先
生
方
は
子
ど
も
た
ち
の
意
見
を
ま
ず

否
定
は
し
な
い
。
ど
ん
な
意
見
に
も
「
そ
う
い
う
考
え
方
も
あ

り
ま
す
ね
」
と
お
お
む
ね
肯
定
す
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
「
家

族
を
考
え
る
」
と
い
う
授
業
を
組
み
立
て
る
場
合
、
多
く
の
先

生
方
が
「
こ
の
授
業
を
通
し
て
家
族
の
大
切
さ
を
知
っ
て
欲
し

い
」
と
い
っ
た
「
学
習
目
標
」
を
立
て
、
そ
の
た
め
に
家
族
愛

を
描
い
た
教
材
を
用
意
し
、
子
ど
も
た
ち
に
自
由
に
意
見
を
言

っ
て
も
ら
い
な
が
ら
も
、
授
業
の
終
わ
り
に
は
「
お
母
さ
ん
に

感
謝
し
た
く
な
っ
た
」
と
子
ど
も
た
ち
が
自
然
に
言
い
た
く
な

る
流
れ
を
作
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
道
徳

の
授
業
と
し
て
は
間
違
い
な
く
い
い
授
業
で
あ
る
に
違
い
な

い
。 し

か
し
、
劇
作
家
で
あ
る
私
は
、
少
な
く
と
も
演
劇
を
作
る

た
め
に
は
こ
う
い
う
話
し
合
い
は
組
み
立
て
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

た
と
え
ば
「
家
族
」
を
題
材
で
演
劇
を
作
る
場
合
、
そ
の
作
劇

杉
並
区
立
富
士
見
丘
小
学
校
で
の
演
劇
授
業
が
始
ま
っ
て
、

今
年
で
六
年
目
に
な
る
が
、
昨
年
初
め
て
「
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
芝
居
」
を
作
っ
た
。
毎
年
、
子
ど
も
た
ち
の
作
っ
た
お
話
を

元
に
、「
話
し
合
い
」
、「
お
話
作
り
」
、「
即
興
」
を
繰
り
返
し
て

脚
本
を
作
っ
て
き
た
が
、
昨
年
は
こ
の
「
話
し
合
い
」
が
非
常

に
興
味
深
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
自
体
を
劇
に
し
た
。
上
演
は
、

特
に
ド
ラ
マ
教
育
関
係
者
か
ら
「
子
ど
も
た
ち
の
普
段
の
話
し

合
い
の
様
子
が
見
え
る
」
と
評
判
が
高
か
っ
た
が
、
一
方
で
、

他
校
の
先
生
方
の
中
か
ら
「
う
ち
の
学
校
の
子
ど
も
た
ち
で
は

と
て
も
無
理
」
と
い
う
ご
意
見
が
あ
り
、
私
を
戸
惑
わ
せ
た
。 

 
 

富
士
見
丘
小
学
校
は
公
立
の
小
学
校
だ
。
そ
の
学
校
の
子
ど

も
た
ち
に
で
き
た
こ
と
は
、
ど
こ
の
子
ど
も
た
ち
も
で
き
る
は

ず
だ
、
と
私
は
信
じ
る
。
も
し
も
そ
れ
が
「
で
き
な
い
」
の
だ

と
し
た
ら
、
そ
の
原
因
は
子
ど
も
た
ち
に
あ
る
の
で
は
な
く
「
話

し
合
い
の
仕
組
み
」
の
な
か
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

子
ど
も
た
ち
は
学
校
語
を
も
っ
て
い
る 

  

学
校
と
い
う
場
所
は
、
い
つ
で
も
話
し
合
い
を
し
て
い
る
。

ク
ラ
ス
の
代
表
を
決
め
る
と
き
も
、
掃
除
の
反
省
を
す
る
と
き

も
、
最
近
で
は
授
業
で
も
多
く
話
し
合
い
に
時
間
を
割
い
て
い

る
よ
う
だ
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
い
つ
も
「
何
か
を
決
め
る
た
め
」

か
、
「
あ
る
方
向
に
向
か
う
た
め
」
、
す
な
わ
ち
「
答
え
を
出
す

演
劇
を
「
話
し
合
う
」
―
子
ど
も
た
ち
の
選
択 

篠
原 

久
美
子 

子どもたちが演劇にかかわるということは 
すでに出来上がった作品を、大きな声で、上手に、元気よく 
演じることだけなのでしょうか。 
 
子どもたちが、自分たち自身で、自分たちの演劇を作るという

ことを考えてみたいと思います。 
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  上
、
「
家
族
は
大
切
」
と
い
う
価
値
に
ド
ラ
マ
が
向
か
え
ば

道
徳
的
で
大
衆
的
な
演
劇
に
な
り
、
「
家
族
な
ん
か
い
ら
な

い
」
と
い
う
価
値
に
向
か
え
ば
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
ド
ラ
マ
が
で

き
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
ま
た
、
多
く
の

「
名
作
」
と
呼
ば
れ
る
作
品
は
価
値
に
向
か
わ
な
い
こ
と
も

知
っ
て
い
る
。
観
客
が
座
席
で
思
わ
ず
、
「
家
族
っ
て
い
っ

た
い
何
…
！
」
と
そ
の
心
に
絶
句
せ
し
め
る
作
品
が
、
名
作

で
あ
り
古
典
と
呼
ば
れ
る
作
品
な
の
だ
。 

だ
か
ら
も
し
も
「
家
族
」
に
つ
い
て
の
話
し
合
い
の
枠
組

み
を
私
が
作
る
と
し
た
ら
、
た
と
え
ば
「
無
人
島
に
子
ど
も

が
一
人
流
れ
着
い
た
。
こ
の
子
ど
も
に
家
族
は
い
る
か
？
」

か
ら
始
ま
り
、
「
も
う
一
人
子
ど
も
が
流
れ
着
い
て
一
緒
に

住
ん
だ
。
こ
の
二
人
は
家
族
か
？
」
「
鶏
を
見
つ
け
て
飼
っ

た
。
鶏
は
家
族
か
？
」
「
犬
を
見
つ
け
て
飼
っ
た
。
犬
は
家

族
か
？
」
と
話
し
合
わ
せ
る
よ
う
な
授
業
を
組
み
立
て
る
だ

ろ
う
。
こ
の
話
し
合
い
に
「
正
解
」
は
な
い
。
し
か
し
、「
こ

う
思
う
」
「
そ
う
は
思
わ
な
い
」
と
「
な
ぜ
？
」
が
常
に
交

錯
す
る
。
こ
の
葛
藤
そ
の
も
の
の
中
に
、
「
ド
ラ
マ
」
は
す

で
に
存
在
し
て
い
る
。 

 

ノ
ー
プ
ラ
ン
で
お
と
な
が
「
聞
く
」
と
き 

  

昨
年
の
子
ど
も
た
ち
の
書
い
て
き
た
お
話
で
、
私
が
劇
の

出
だ
し
と
し
て
選
ん
だ
作
品
は
、
「
あ
る
町
の
小
学
校
の
ク

ラ
ス
は
、
な
ぜ
か
勉
強
も
ス
ポ
ー
ツ
も
特
に
で
き
る
子
ど
も

が
い
な
い
。
偶
然
、
同
じ
よ
う
な
生
徒
ば
か
り
が
集
ま
っ
て

し
ま
っ
た
の
で
、
い
じ
め
が
な
い
」
と
い
う
も
の
だ
。 

こ
の
出
だ
し
で
は
い
っ
た
い
ど
ん
な
劇
に
な
る
か
、
ど
ん

な
お
話
が
続
く
の
か
想
像
し
に
く
い
が
、
私
は
で
き
る
だ
け

「
お
と
な
で
も
先
が
読
め
な
い
」
も
の
を
選
ぶ
こ
と
を
心
が

け
て
い
る
。
話
し
合
い
の
授
業
が
始
ま
る
前
、
こ
の
話
し

合
い
が
ど
こ
へ
行
く
の
か
分
か
ら
な
い
も
の
が
い
い
、
と

思
う
。
そ
れ
を
私
は
密
か
に
「
ノ
ー
プ
ラ
ン
の
勇
気
」
と

呼
ん
で
い
る
。
お
と
な
が
す
る
こ
と
は
、「
子
ど
も
た
ち
の

意
見
を
ひ
た
す
ら
聞
く
」
こ
と
だ
。
案
の
定
、
こ
の
出
だ

し
は
議
論
百
出
し
た
。「
こ
の
ク
ラ
ス
は
個
性
が
な
く
て
つ

ま
ら
な
い
」
「
い
じ
め
が
な
い
の
は
い
い
ク
ラ
ス
」
「
個
性

が
な
い
と
い
う
個
性
が
あ
る
」「
表
面
は
同
じ
に
見
え
て
も

ひ
と
り
ひ
と
り
は
違
う
は
ず
」
等
々
…
。
全
員
か
ら
様
々

な
意
見
が
出
た
。 

  

こ
の
お
話
の
展
開
に
つ
い
て
も
驚
く
よ
う
な
意
見
が
出

て
き
た
。
担
任
か
ら
事
前
に
、「
池
に
石
を
投
げ
て
波
紋
を

起
こ
す
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
い
い
の
で
は
？
」
と
ア
ド

バ
イ
ス
を
受
け
て
い
た
子
ど
も
た
ち
か
ら
、「
池
ご
と
動
か

す
大
事
件
が
必
要
」「
池
に
釣
り
糸
を
垂
れ
て
一
人
一
人
の

心
の
中
が
釣
り
上
が
っ
て
く
る
よ
う
な
お
話
が
い
い
」
な

ど
、
お
と
な
顔
負
け
だ
。 

 

こ
の
話
し
合
い
に
も
結
論
を
つ
け
ず
、
そ
れ
を
踏
ま
え

て
ま
た
全
員
に
お
話
を
作
っ
て
き
て
も
ら
っ
た
。「
転
校
生

が
来
て
ク
ラ
ス
が
変
わ
る
」
と
い
う
「
波
紋
を
起
こ
す
型
」

の
お
話
。「
火
星
人
襲
撃
」
な
ど
の
「
池
ご
と
動
か
す
大
事

件
」
型
の
話
と
、
楽
し
い
話
が
た
く
さ
ん
作
ら
れ
て
き
た
。 

 
 そ

の
中
に
、「
こ
の
学
校
は
、
競
争
の
な
い
学
校
を
作

っ
て
い
じ
め
を
な
く
そ
う
と
し
た
校
長
が
同
じ
よ
う
な

生
徒
ば
か
り
を
集
め
て
作
っ
た
。
優
秀
な
生
徒
が
現
れ

る
と
転
校
す
る
よ
う
頼
ん
で
ま
で
、
競
争
が
起
こ
ら
な

い
学
校
を
守
っ
た
。
し
か
し
、
学
力
が
伸
び
な
い
の
で

国
の
役
人
に
よ
っ
て
廃
校
に
さ
れ
る
」
と
い
う
話
を
作

を
作
っ
て
き
た
子
ど
も
が
い
た
。
そ
こ
で
ま
た
話
し
合

う
。
「
こ
の
学
校
は
廃
校
に
す
べ
き
か
否
か
？
」 

 

ど
こ
に
も
正
解
は
な
い
。
ど
ん
な
意
見
も
肯
定
さ
れ
得

る
し
、
否
定
さ
れ
得
る
。
お
と
な
で
さ
え
こ
の
話
し
合
い

に
「
答
え
」
は
出
せ
な
い
だ
ろ
う
。
「
い
じ
め
が
な
い
の

は
い
い
こ
と
な
の
で
学
校
は
残
す
べ
き
」
「
競
争
が
な
い

と
社
会
に
出
て
か
ら
困
る
か
ら
廃
校
に
す
べ
き
」
「
ど
ち

ら
も
正
し
い
の
で
ど
ち
ら
も
勝
た
な
い
で
み
ん
な
が
幸

せ
に
な
れ
る
方
法
を
探
す
べ
き
」
「
校
長
も
役
人
も
ど
ち

ら
も
間
違
っ
て
い
る
。
友
達
と
離
れ
ば
な
れ
に
な
っ
て
し

ま
う
子
ど
も
の
気
持
ち
を
考
え
て
い
な
い
」
…
。 

 

子
ど
も
た
ち
の
意
見
を
聞
き
な
が
ら
、
「
こ
の
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン
を
こ
の
ま
ま
芝
居
に
し
よ
う
」
と
決
め
た
。 

 

お
と
な
が
正
解
を
用
意
す
れ
ば
、
そ
の
正
解
に
沿
っ
た

答
え
を
出
そ
う
と
す
る
子
ど
も
た
ち
が
、
お
と
な
が
「
問

い
」
の
み
を
用
意
し
て
「
答
え
」
を
用
意
せ
ず
に
ひ
た
す

ら
聞
き
役
に
回
っ
た
と
き
、
子
ど
も
た
ち
の
話
し
合
い

は
、
お
と
な
た
ち
の
予
想
を
遙
か
に
超
え
て
「
自
分
の
言

葉
で
考
え
る
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
」
が
、
生
ま
れ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

（
し
の
は
ら
く
み
こ
／
劇
作
家
） 
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「
演
劇
と
銘
打
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
台
本
が
あ
っ
て
、

そ
れ
を
大
き
な
声
で
演
じ
る
と
い
う
学
芸
会
の
よ
う
な
演
劇

は
や
り
ま
せ
ん
。
ま
た
俳
優
に
な
る
た
め
の
教
室
で
も
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
こ
で
は
み
ん
な
が
何
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
一
緒
に
な

っ
て
創
る
プ
ロ
セ
ス
を
大
切
に
す
る
、
そ
こ
か
ら
多
く
の
こ
と

を
学
ぶ
演
劇
を
や
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
発
声
訓
練
の

よ
う
な
こ
と
も
や
り
ま
せ
ん
。
で
も
身
体
は
い
っ
ぱ
い
使
っ

て
、
頭
も
い
っ
ぱ
い
使
い
ま
す
。
…
」 

 
 

七
月
二
十
二
日
に
行
わ
れ
た
「
せ
ん
が
わ
劇
場
子
ど
も
演
劇
教

室
」
の
プ
レ
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
と
き
の
挨
拶
の
要
旨
で
あ
る
。

調
布
市
内
十
以
上
の
小
学
校
か
ら
集
ま
っ
た
子
ど
も
た
ち
も
そ
の

保
護
者
た
ち
も
、
こ
れ
か
ら
何
が
は
じ
ま
る
の
か
、
と
ん
で
も
な
い

と
こ
ろ
に
や
っ
て
き
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
少
し
怪
訝
に

感
じ
た
よ
う
だ
。 

 

演
劇
の
教
育
的
応
用
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る
呼
称
、
概
念
、

実
践
が
あ
る
。
芸
術
教
育
な
の
か
、
情
操
教
育
な
の
か
。
演
劇
を
教

え
る
の
か
、
演
劇
を
通
し
て
何
か
他
の
科
目
や
課
題
を
教
え
る
の

か
。
教
育
な
の
か
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
な
の
か
。
は
て
ま
た
、
セ
ラ
ピ

ー
な
の
か
。
ほ
と
ん
ど
際
限
な
く
な
っ
て
し
ま
い
混
乱
を
き
た
し
て

し
ま
う
。 

そ
の
な
か
で
台
本
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
指
導
者
が
一
つ
の
方
向
性

に
向
け
て
演
出
す
る
学
芸
会
的
演
劇
は
最
も
わ
か
り
や
す
い
形
態

だ
ろ
う
。
一
つ
の
作
品
を
創
造
す
る
た
め
に
、
分
業
し
、
協
働
し
、

他
者
と
し
て
の
観
客
に
提
示
し
、
評
価
さ
れ
る
と
い
う
行
為
は
、 

ど
も
た
ち
ひ
と
り
ひ
と
り
が
集
団
の
な
か
で
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を

培
う
機
会
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
し
た
ら
悲
し
い
。 

  

「
シ
ア
タ
ー
」
と
一
対
と
な
る
演
劇
教
育
用
語
が
「
ド
ラ
マ
」

で
あ
る
。
プ
ロ
セ
ス
を
重
視
し
、
必
ず
し
も
上
演
を
意
図
し
な
い

し
、
観
客
を
求
め
な
い
、
子
ど
も
の
教
育
・
成
長
に
重
点
を
お
い

た
概
念
で
あ
る
。
英
国
の
義
務
教
育
に
お
け
る
演
劇
教
育
は
、
こ

の
「
ド
ラ
マ
」
を
ベ
ー
ス
と
し
て
、
学
習
媒
体
と
し
て
、
ま
た
芸

術
教
育
と
し
て
と
い
う
、
二
つ
の
な
か
ば
相
反
す
る
機
能
と
目
的

を
内
包
し
た
も
の
と
し
て
確
立
し
て
き
た
。
教
条
的
に
上
か
ら
ひ

と
つ
の
正
し
い
回
答
を
教
え
る
姿
勢
を
否
定
し
、
子
ど
も
た
ち
の

自
発
的
な
回
答
探
し
を
促
す
教
育
理
念
を
も
っ
て
い
る
が
、
授
業

の
な
か
に
ゲ
ー
ム
な
ど
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
た
め
、
と
き
に
「
遊

び
に
す
ぎ
な
い
」
と
教
師
の
あ
い
だ
で
も
誤
解
さ
れ
る
こ
と
も
あ

る
―
だ
が
、
ド
ラ
マ
教
育
が
用
い
る
ゲ
ー
ム
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
学

習
の
目
的
と
密
接
に
関
係
し
た
も
の
で
あ
り
、
子
ど
も
た
ち
の
好

き
な
ゲ
ー
ム
で
あ
れ
ば
何
で
も
い
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
遊

び
的
要
素
が
大
切
な
の
は
、
子
ど
も
た
ち
か
ら
や
ら
さ
れ
て
い
る
、

学
ば
さ
れ
て
い
る
と
い
う
受
け
身
姿
勢
を
取
り
除
く
こ
と
が
で
き

る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
状
態
で
な
い
と
人
は
想

像
力
を
使
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
子
ど
も
た
ち
の
な
か
で
は
、
遊

び
と
学
び
が
コ
イ
ン
の
両
面
と
な
っ
て
、
く
る
く
る
と
回
っ
て
い

る
と
想
像
し
て
ほ
し
い
。
そ
こ
か
ら
想
像
力
が
う
ま
れ
て
く
る
。 

 

長
ら
く
英
国
の
ド
ラ
マ
教
育
を
紹
介
す
る
仕
事
に
携
わ
っ
て
き

た
が
、
そ
の
特
徴
を
一
言
で
説
明
す
る
の
は
難
し
い
。
学
術
的
か

つ
身
体
的
な
学
び
の
構
造
、
芸
術
教
育
と
人
間
教
育
の
二
面
性
、

セ
ラ
ピ
ー
と
は
一
線
を
画
す
こ
と
、
役
と
自
己
と
の
距
離
の
と
り

方
、
指
導
者
が
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
と
な
ら 

子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
大
き
な
イ
ベ
ン
ト
で
あ
り
、
挑
戦
で
あ

る
。
演
劇
教
育
用
語
で
「
シ
ア
タ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
こ
の
形
態

は
、
学
校
型
の
ス
タ
ー
シ
ス
テ
ム
に
毒
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、

ま
た
指
導
に
あ
た
る
教
師
や
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
エ
ゴ
主
導
に
な

っ
て
い
な
い
と
い
う
前
提
に
お
い
て
、
演
劇
創
造
の
プ
ロ
セ
ス

か
ら
子
ど
も
た
ち
は
実
に
多
く
の
こ
と
を
学
ぶ
。
学
校
教
育
が

子
ど
も
た
ち
の
個
人
の
能
力
を
伸
ば
す
こ
と
に
特
化
し
て
い
る

た
め
に
、
集
団
と
し
て
の
成
果
を
少
し
ば
か
り
な
い
が
し
ろ
に

す
る
傾
向
が
あ
る
な
か
で
、
個
人
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
集
団

と
し
て
共
通
の
目
的
に
向
か
う
あ
り
方
は
確
か
に
大
き
な
価
値

が
あ
る
。 

 

だ
が
、
観
客
に
見
せ
る
以
上
は
「
い
い
も
の
を
作
り
た
い
」
、

あ
る
い
は
「
い
い
芸
術
作
品
の
創
造
を
体
験
さ
せ
た
い
」
と
い

う
指
導
者
の
強
い
思
い
が
ス
パ
ル
タ
的
な
指
導
に
向
か
わ
せ
、

子
ど
も
た
ち
自
身
の
創
造
や
創
意
工
夫
を
待
た
ず
、
す
べ
て
を

指
導
者
が
決
定
し
、
演
技
も
何
も
す
べ
て
を
振
り
つ
け
て
い
く

パ
タ
ー
ン
に
陥
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
こ

の
ほ
う
が
作
品
と
し
て
ま
と
ま
り
、
質
の
高
い
も
の
に
な
る
。

観
客
と
し
て
の
保
護
者
は
、
そ
の
成
果
か
ら
高
い
満
足
を
得
ら

れ
る
だ
ろ
う
。 

し
か
し
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
そ
こ
に
表
現
さ
れ
て

い
る
の
は
指
導
者
自
身
の
解
釈
、
と
き
に
エ
ゴ
で
あ
り
、
子
ど

も
た
ち
か
ら
自
分
た
ち
自
身
の
解
釈
や
ア
イ
デ
ア
、
表
現
を
も

っ
て
、
観
客
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
す
る
機
会
を
奪
わ
れ
た
結
果

だ
と
い
う
こ
と
だ
。「
シ
ア
タ
ー
」
と
い
う
形
態
の
危
険
は
多
分

に
指
導
者
側
に
起
因
す
る
。
才
能
あ
る
指
導
者
の
も
と
で
、
子 

デ
ィ
バ
イ
ジ
ン
グ
―
ド
ラ
マ
と
シ
ア
タ
ー
の
接
着
剤 

中
山 

夏
織 
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  ず
、
学
び
の
方
向
性
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
手
法
と
し
て
の
「
テ

ィ
ー
チ
ャ
ー
・
イ
ン
・
ロ
ー
ル
」
等
々
、
い
く
つ
か
の
特
殊
な

要
素
に
触
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
が
、
シ
ン
プ
ル
に
説
明

を
求
め
ら
れ
る
場
合
に
は
―
と
り
わ
け
中
学
校
の
段
階
で
は
―

「
既
存
の
戯
曲
を
上
演
す
る
の
で
は
な
く
、
子
ど
も
た
ち
自
身

が
何
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
創
造
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
こ
と

が
重
視
さ
れ
る
」
と
答
え
る
こ
と
が
あ
る
。「
デ
ィ
バ
イ
ジ
ン
グ

(devising)

」
と
い
う
手
法
が
重
視
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

シ
ア
タ
ー
的
演
劇
教
育
に
馴
染
ん
だ
人
々
に
は
こ
の
デ
ィ
バ

イ
ジ
ン
グ
と
い
う
手
法
は
な
か
な
か
理
解
し
え
な
い
も
の
の
よ

う
だ
。
「
即
興
（
イ
ン
プ
ロ
ヴ
ィ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
）
の
こ
と
だ
ろ

う
？
」
と
返
っ
て
く
る
こ
と
も
あ
る
。
少
し
ば
か
り
演
劇
史
を

か
じ
り
、
民
主
的
な
演
劇
創
造
に
馴
染
ん
だ
人
で
あ
れ
ば
「
集

団
創
造
（collective creation

）」
の
こ
と
だ
と
理
解
し
て
く
れ

る
こ
と
も
あ
る
。
だ
が
、
デ
ィ
バ
イ
ジ
ン
グ
と
は
ど
う
い
う
も

の
な
の
か
？ 

 

デ
ィ
バ
イ
ジ
ン
グ
の
創
造
に
お
い
て
は
、
子
ど
も
た
ち
は
集

団
に
与
え
ら
れ
た
テ
ー
マ
を
も
と
に
芝
居
づ
く
り
を
し
て
い
く

わ
け
だ
が
、
一
人
の
子
ど
も
が
劇
作
家
の
役
割
を
果
た
す
の
で

は
な
く
、
集
団
の
子
ど
も
た
ち
一
人
一
人
が
劇
作
家
に
な
り
、

演
出
家
に
な
り
、
俳
優
に
な
る
仕
掛
け
で
あ
る
。
だ
が
、
も
ち

ろ
ん
テ
ー
マ
か
ら
い
き
な
り
ス
ト
ー
リ
ー
が
生
ま
れ
る
わ
け
で

は
な
い
。
し
ば
し
ば
起
点
と
し
て
、
テ
ー
マ
を
表
現
す
る
静
止

画(still im
age)

を
作
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
ら
れ
る
。
物
語
や
事

象
を
表
現
す
る
い
く
つ
か
の
静
止
画
を
創
造
し
て
、
そ
の
シ
ー

ン
と
シ
ー
ン
の
あ
い
だ
を
即
興
で
つ
な
ぐ
こ
と
で
、
段
階
的
に

ス
ト
ー
リ
ー
を
紡
い
で
い
き
、
ま
と
め
て
い
く
の
が
一
つ
の

「
型
」
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
に
限
ら
な
い
。
要
は
分
割
さ
れ

た
多
く
の
段
階
を
経
て
、
想
像
力
を
使
い
な
が
ら
、
多
く
の
ア

た
多
く
の
段
階
を
経
て
、
想
像
力
を
使
い
な
が
ら
、
多
く
の
ア
イ

デ
ア
を
試
し
て
は
捨
て
、
発
展
さ
せ
、
表
現
す
る
ス
タ
イ
ル
（
ミ

ュ
ー
ジ
カ
ル
や
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
な
ど
）
や
モ
ー
ド
（
自
然
主

義
や
象
徴
主
義
な
ど
）
を
選
び
、
起
承
転
結
や
劇
的
・
効
果
的
な

構
造
を
考
え
な
が
ら
組
み
立
て
、
ま
と
め
て
い
く
と
い
う
集
団
と

し
て
の
創
造
形
態
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
の
人
数
分
だ
け
役
を
作

る
こ
と
も
容
易
だ
と
い
う
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
利
点
も
あ
る

が
、
一
人
の
価
値
観
を
提
示
す
る
た
め
の
創
造
で
は
な
く
、
一
人

一
人
が
集
団
の
な
か
で
の
異
な
る
役
割
を
自
然
に
見
出
し
、
自
分

の
ア
イ
デ
ア
を
伝
え
、
他
人
の
ア
イ
デ
ア
に
耳
を
貸
す
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
。
個
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
集
団
と
し
て
テ
ー
マ

を
解
釈
し
、
脚
色
し
、
編
集
し
、
提
示
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
の

な
か
で
、
子
ど
も
た
ち
は
既
存
の
作
品
を
上
演
す
る
こ
と
か
ら
以

上
の
こ
と
を
学
ぶ
の
で
あ
る
。 

デ
ィ
バ
イ
ジ
ン
グ
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
に
、
現
在
の
日
本

の
子
ど
も
た
ち
に
、
い
や
大
人
の
社
会
に
も
欠
く
要
素
が
散
り
ば

め
ら
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
の
で
は
な
い
か
。 

 
教
育
的
目
的
を
持
つ
ゆ
え
に
、
あ
る
い
は
子
ど
も
た
ち
一
人
一

人
の
健
全
育
成
を
目
的
と
す
る
た
め
に
は
、
学
校
教
育
や
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
場
で
の
「
シ
ア
タ
ー
」
的
活
動
は
避
け
る
べ
き
だ
と
い

う
考
え
方
も
な
く
は
な
い
。
個
人
的
な
見
解
と
し
て
は
、
あ
っ
て

も
い
い
の
だ
と
思
う
。
成
果
を
観
客
と
い
う
存
在
と
と
も
に
分
か

ち
合
う
こ
と
に
も
大
き
な
意
味
が
あ
る
か
ら
だ
。
観
客
に
届
け
る

の
も
一
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
自
己
満
足
に
終
わ

ら
な
い
た
め
に
も
観
客
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
体
験
し

て
お
く
べ
き
こ
と
だ
。 

 

し
か
し
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
創
造
の
あ
り
方
に
も
う
少

し
配
慮
が
ほ
し
い
。
他
者
に
規
定
さ
れ
、
与
え
ら
れ
た
芸
術
性
で 

 
は
な
く
、
自
分
た
ち
の
芸
術
性
を
探
る
も
の
で
あ
っ
て
ほ
し
い
。

指
導
者
や
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
と
い
っ
た
大
人
側
の
エ
ゴ
主
導
で

は
な
く
、
子
ど
も
た
ち
こ
そ
が
主
導
す
る
創
造
の
あ
り
方
が
考
え

ら
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
シ
ア
タ
ー
と
ド
ラ
マ
の
あ
い
だ
の
溝

を
、
ま
た
社
会
の
な
か
に
溢
れ
る
断
裂
を
つ
な
い
で
く
れ
る
こ
と

に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
デ
ィ
バ
イ
ジ
ン
グ
と
い
う

形
態
に
託
し
た
い
と
思
う
。 

（
な
か
や
ま
か
お
り
／
ア
ー
ツ
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
） 

 

 

 

せんがわ劇場夏休み子ども演劇教室のプ

レ・ワークショップ（2009 年 7 月 22 日）。 
子どもたちは想像力と身体を駆使して、「算

数」の数式の答えを表現しています。 
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ス
ペ
シ
ャ
ル
「
マ
ネ
ー
資
本
主
義
」
の
中
で
、
金
融
工

学
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。 

「
後
に
マ
ネ
ー
資
本
主
義
を
暴
走
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
、
金
融
工

学
の
画
期
的
な
技
術
開
発
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。
そ
の
一
つ
が

住
宅
ロ
ー
ン
な
ど
で
貸
し
た
金
が
返
っ
て
こ
な
い
リ
ス
ク
を
集

め
て
閉
じ
込
め
て
し
ま
う
技
術
で
す
。
リ
ス
ク
の
な
い
安
全
な
商

品
を
大
量
に
作
り
出
す
高
度
な
技
術
。
こ
れ
が
ロ
ー
ン
の
債
権
を

大
勢
の
投
資
家
に
販
売
す
る
証
券
化
と
い
う
手
法
に
生
か
さ
れ

ま
し
た
。
」 

 

●
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
の
違
和
感 

 「
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
」
と
い
う
言
葉
を
頻
繁
に
耳
に
す
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
、
二
年
ほ
ど
前
だ
っ
た
と
思
う
。
そ
も
そ
も
、

サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
す
ら
わ
か
ら
な

か
っ
た
が
、
し
だ
い
に
報
道
機
関
で
、
「
低
所
得
者
向
け
住
宅
ロ

ー
ン
」
と
の
説
明
が
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
通
常
の
融
資
を
受

け
ら
れ
る
、
信
用
格
付
け
が
高
い
優
良
顧
客
が
プ
ラ
イ
ム
層
。
そ

う
で
な
い
信
用
格
付
け
が
低
い
人
向
け
の
住
宅
ロ
ー
ン
が
「
サ
ブ

プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
」
で
あ
り
、
通
常
の
住
宅
ロ
ー
ン
と
比
べ
て
金

利
が
高
く
設
定
さ
れ
て
い
る
と
説
明
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が

ら
こ
の
説
明
を
聞
く
た
び
に
、
私
の
直
観
的
な
理
解
に
は
違
和
感

が
残
っ
た
。 

「
何
か
が
お
か
し
い
。
腑
に
落
ち
な
い
。
」 

融
資
す
る
側
の
金
融
機
関
に
と
っ
て
、
借
り
手
の
返
済
能
力
が

低
い
（
信
用
格
付
け
の
低
い
）
な
り
に
、「
貸
し
倒
れ
リ
ス
ク
」（
返 

済
が
焦
げ
付
く
リ
ス
ク
）
の
確
率
が
高
い
と
想
定
さ
れ
る
。
返
済 

さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
分
を
、「
貸
し
倒
れ
リ
ス
ク
に
対
す
る
保
険 

料
」
と
し
て
金
利
を
高
く
す
る
こ
と
で
回
収
す
る
と
い
う
理
屈
を

理
解
す
る
こ
と
は
さ
ほ
ど
難
し
く
は
な
い
。
新
聞
、
テ
レ
ビ
で
も

同
様
の
説
明
が
繰
り
返
さ
れ
る
だ
け
で
、
誰
ひ
と
り
と
し
て
疑
問

を
呈
し
た
場
面
に
遭
遇
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
で
も
「
何
か
が

お
か
し
い
。
腑
に
落
ち
な
い
。
」「
返
済
能
力
の
低
い
低
所
得
者
」

と
「
高
金
利
の
住
宅
ロ
ー
ン
」
の
二
つ
が
、
な
ぜ
結
び
つ
い
て
し

ま
う
の
か
が
ど
う
し
て
も
納
得
し
に
く
か
っ
た
の
だ
。
い
っ
た
い

ど
こ
の
誰
が
、
力
が
弱
い
か
ら
と
い
う
理
由
で
、
子
ど
も
や
お
年

寄
り
に
わ
ざ
わ
ざ
大
き
な
荷
物
を
背
負
わ
せ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の

よ
う
な
直
観
で
判
断
可
能
な
こ
と
さ
え
も
導
く
こ
と
な
く
、
説
明

も
さ
れ
て
い
な
い
。
住
宅
ロ
ー
ン
の
低
金
利
化
こ
そ
が
、
「
返
済

能
力
の
低
い
低
所
得
者
」
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
い
か

に
実
現
し
て
い
く
か
が
、
政
策
と
し
て
の
課
題
で
あ
る
だ
け
だ
。 

 

実
際
、
国
の
教
育
ロ
ー
ン
、
日
本
学
生
支
援
機
構
の
奨
学
金
、

生
活
福
祉
資
金
貸
付
制
度
と
い
っ
た
公
的
資
金
貸
付
制
度
は
み

な
、
対
象
者
を
一
定
所
得
以
下
の
低
所
得
者
に
限
定
し
た
、
低
利

あ
る
い
は
無
利
子
の
融
資
で
あ
る
。 

 

●
貸
し
手
の
論
理
だ
け
の
「
不
遜
さ
」 

  

「
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
」
の
説
明
か
ら
受
け
た
違
和
感
と
は
、

い
っ
た
い
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

そ
れ
は
、
貸
し
手
の
論
理
だ
け
の
一
面
的
で
限
定
的
な
仮
説

を
、
全
体
視
野
的
で
常
識
的
な
結
論
の
よ
う
に
言
い
切
る
「
不
遜

さ
」
か
ら
く
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
の 

金
利
も
、
科
学
者
や
数
学
者
に
よ
る
精
緻
な
金
融
工
学
に
よ
り
は 

じ
き
出
さ
れ
た
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、「
高
い
利
子
を
取
る
こ
と
に
よ
り
、
借
り
手
が

返
済
困
難
に
陥
る
リ
ス
ク
を
増
加
さ
せ
る
」
と
い
う
、
誰
に
で
も

わ
か
る
本
質
的
な
問
題
を
無
視
し
て
い
る
。
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー

ン
に
限
ら
ず
、
金
融
商
品
の
説
明
の
さ
れ
方
は
、
貸
し
手
側
の
都

合
、
貸
し
手
の
論
理
だ
け
で
説
明
が
終
始
し
て
い
る
。
本
来
、
貸

し
手
に
と
っ
て
の
顧
客
で
あ
る
借
り
手
側
の
都
合
に
は
興
味
が
な

い
か
の
よ
う
だ
。 

 

サ
ー
ビ
ス
業
の
基
本
が
「
顧
客
志
向
（
顧
客
第
一
主
義
）
」
だ
と

す
れ
ば
、
そ
の
意
味
で
金
融
業
は
、
サ
ー
ビ
ス
業
と
は
無
縁
の
別

も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

●
売
り
手
の
論
理
だ
け
の
「
不
遜
さ
」 

  

冒
頭
に
あ
げ
た
「
マ
ネ
ー
資
本
主
義
」
に
お
け
る
金
融
工
学
の

コ
メ
ン
ト
の
中
に
も
、
大
い
に
違
和
を
感
じ
る
表
現
が
あ
る
。「
リ

ス
ク
の
な
い
安
全
な
商
品
を
大
量
に
作
り
出
す
高
度
な
技
術
」
と

い
う
表
現
部
分
だ
が
、
リ
ス
ク
の
な
い
安
全
な
金
融
商
品
な
ど
存

在
し
よ
う
が
な
い
。
も
っ
と
も
こ
れ
に
近
い
の
が
「
国
債
」
で
あ

る
が
、
ノ
ー
リ
ス
ク
で
は
な
い
。
ロ
ー
ン
の
債
券
を
証
券
化
し
た

後
の
状
況
で
い
え
ば
、
売
り
手
の
論
理
だ
け
の
「
不
遜
さ
」
か
ら

く
る
、
明
ら
か
な
「
間
違
い
」
で
あ
り
、
明
白
な
「
ウ
ソ
」
だ
と

言
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

そ
も
そ
も
目
的
自
体
が
間
違
っ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
い
く
ら

精
緻
な
金
融
工
学
を
駆
使
し
た
結
果
だ
と
し
て
も
、
そ
の
結
果
は

何
が
し
か
の
価
値
も
生
み
出
さ
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
直
感
的
に

感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 

 

金
融
工
学
へ
の
違
和
感
と
直
観
す
る
正
し
さ 

高
山 

敦
司 
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  ●
顧
客
あ
っ
て
の
作
り
手
、
売
り
手
の
論
理 

  

売
り
手
と
買
い
手
の
関
係
は
、
基
本
的
に
価
値
の
交
換
で
あ

り
、
双
方
向
の
関
与
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
。
近
年
の

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
理
論
に
お
い
て
も
、
顧
客
関
係
（
Ｃ
Ｒ
）
を

重
視
す
る
。 

一
つ
の
商
品
を
で
き
る
だ
け
多
く
の
顧
客
に
売
る
と
い
う
考

え
方
か
ら
、
一
人
の
顧
客
に
で
き
る
だ
け
多
く
買
っ
て
も
ら
う

と
い
う
考
え
方
に
変
わ
っ
て
き
て
い
る
か
ら
だ
。
顧
客
と
の
良

好
な
関
係
を
保
ち
続
け
、
顧
客
一
人
ひ
と
り
の
要
求
に
応
え
る

よ
う
な
仕
組
み
作
り
が
行
わ
れ
て
い
る
。 

 

●
送
り
手
の
論
理
だ
け
の
「
不
遜
さ
」 

 
 

デ
ィ
ス
プ
レ
イ
会
社
に
入
社
以
来
、
テ
ー
マ
パ
ー
ク
空
間
づ

く
り
の
仕
事
を
経
て
か
ら
し
ば
ら
く
、
博
物
館
、
科
学
館
、
美

術
館
、
児
童
館
な
ど
の
展
示
体
験
空
間
づ
く
り
に
関
わ
っ
て
き

た
。 

 

テ
ー
マ
パ
ー
ク
は
、
顧
客
第
一
主
義
が
基
本
で
あ
り
、
ゲ
ス

ト
と
ホ
ス
ト
の
関
係
を
意
識
す
る
時
間
軸
主
体
の
環
境
づ
く
り

で
あ
っ
た
。
す
べ
て
の
要
素
が
、
ゲ
ス
ト
の
感
情
、
行
動
に
つ

な
が
っ
て
い
く
感
覚
を
肌
で
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。 

 

そ
れ
に
対
し
、
博
物
館
の
展
示
空
間
づ
く
り
は
、
情
報
の
送

り
手
と
し
て
の
論
理
で
強
固
に
組
み
上
げ
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と

が
多
く
、
新
し
く
開
館
さ
せ
る
た
び
に
、
こ
ん
な
感
想
を
抱
い

て
い
た
よ
う
な
気
が
す
る
。 

「
何
か
が
お
か
し
い
。
腑
に
落
ち
な
い
。
」 

 

新
規
オ
ー
プ
ン
だ
か
ら
、
物
見
遊
山
も
含
め
て
来
館
者
は
決

し
て
少
な
く
な
い
の
だ
が
、
来
館
者
の
感
情
、
行
動
に
つ
な
が

っ
て
い
く
感
覚
を
肌
で
感
じ
る
こ
と
が
む
ず
か
し
か
っ
た
。 

 

楽
し
く
、
わ
か
り
や
す
く
、
知
的
欲
求
に
は
た
ら
き
か
け
よ
う
と

展
示
手
法
を
開
発
し
て
も
、
決
し
て
に
ぎ
わ
い
は
長
続
き
す
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
や
は
り
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
ワ
ー
ク
は
、
施
設
の
オ
ー
プ

ン
が
完
成
で
あ
り
、
終
着
点
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
で
は
、

売
っ
た
ら
し
ま
い
の
投
資
銀
行
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
で
は
な
い

か
と
回
想
し
て
し
ま
う
。 

 

デ
ィ
レ
ク
タ
ー
で
あ
り
、
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
で
あ
っ
た
私
に
は
、

展
示
空
間
が
「
作
品
」
で
あ
る
と
い
う
感
覚
は
な
か
っ
た
が
、
と
っ

て
は
、
展
示
空
間
が
「
作
品
」
で
あ
る
と
い
う
感
覚
は
な
か
っ
た
が
、

デ
ザ
イ
ナ
ー
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
し
く
「
作
品
」
そ
の
も
の
で
あ
っ

た
し
、
完
成
写
真
の
撮
影
が
彼
ら
の
ゴ
ー
ル
だ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
。 

 

●
観
客
は
自
律
的
な
主
役 

 

音
楽
、
演
劇
な
ど
を
上
演
す
る
ホ
ー
ル
・
ス
テ
ー
ジ
空
間
も
、
博

物
館
・
美
術
館
な
ど
の
展
示
空
間
も
、
情
報
伝
達
の
コ
ミ
ュ
ニ 

ケ
ー
シ
ョ
ン
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
た

が
っ
て
、
情
報
の
組
み
立
て
は
も
っ
ぱ
ら
送
り
手
側
の
役
割
と
さ
れ

て
き
た
。 

『
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
へ
の
ま
な
ざ
し
―
売
る
・
読
む
・
楽
し
む
』

（
勁
草
書
房
）
の
中
で
、
ナ
テ
ィ
エ
の
「
音
楽
記
号
学
」
の
議
論
を

紹
介
し
て
お
り
、
以
下
に
引
用
す
る
。 

 

 

一
般
に
わ
れ
わ
れ
は
音
楽
現
象
一
般
に
対
し
て
、

「
作
曲
家
の
意
図
」
あ
る
い
は
「
作
品
の
本
質
」
、「
作

曲
家
の
自
己
表
現
」
ま
た
は
「
作
品
に
込
め
ら
れ
た
感

情
」
な
ど
の
創
出
レ
ベ
ル
か
ら
発
生
し
た
意
味
や
意
図

が
、
記
号
に
媒
介
さ
れ
て
「
伝
わ
る
」
も
の
で
あ
る
と

考
え
て
し
ま
う
。
ナ
テ
ィ
エ
は
そ
の
よ
う
な
見
方
を
厳

し
く
排
斥
す
る
。
す
な
わ
ち
、 

作
曲
家 

→ 

作
品 

→ 

聴
取
者 

 
 
 
 

演
奏
者 

→ 

演
奏 

→ 

聴
取
者 

で
は
な
く
、 

 
 
 
 

作
曲
家
（
演
奏
者
） 

→ 

《
痕
跡
》 

← 

聴
取
者 

と
い
う
モ
デ
ル
で
ナ
テ
ィ
エ
は
音
楽
現
象
を
捉
え
て
い

る
。
作
曲
家
、
す
な
わ
ち
創
出
レ
ベ
ル
が
作
っ
た
《
痕

跡
》
は
、
作
曲
家
の
意
図
な
り
感
情
な
り
と
い
っ
た
意

味
を
載
せ
る
乗
り
物
で
は
な
く
、
た
だ
の
《
痕
跡
》
に

す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
聴
取
者
、
感
受
レ
ベ
ル
に
お
け
る

実
践
が
、《
痕
跡
》
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
を
読
み
と
る
。

正
確
に
述
べ
る
な
ら
ば
、「
意
味
を
構
築
す
る
」
わ
け
で

あ
る
。 

 

《
痕
跡
》
に
あ
た
る
の
が
、
演
奏
さ
れ
る
音
楽
作
品
で
あ
る
が
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
捉
え
る
場
合
、
こ
の
音
楽
作
品
を

通
し
て
観
客
に
何
ら
か
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
達
す
る
と
考
え
る
。

大
事
な
の
は
、
聴
取
者
（
観
客
）
は
受
け
身
で
は
な
く
、
観
客
な

り
の
意
味
構
築
の
主
体
で
あ
る
と
す
る
←
印
で
あ
る
。
こ
の
感
覚

は
、
観
客
と
し
て
の
自
分
の
直
観
と
一
致
し
て
い
る
。 

 

運
動
嫌
い
の
野
球
観
戦
好
き
は
い
く
ら
で
も
存
在
す
る
し
、
草

野
球
は
大
好
き
で
も
、
プ
ロ
野
球
観
戦
は
し
な
い
と
い
う
人
も
い

る
か
も
し
れ
な
い
。 

 

音
楽
を
聴
く
こ
と
が
い
く
ら
好
き
で
も
、
音
楽
を
演
奏
す
る
と

は
限
ら
な
い
し
、
絵
画
を
描
く
の
が
好
き
だ
と
い
う
こ
と
と
、
絵

画
を
見
る
の
か
好
き
と
い
う
こ
と
は
別
の
こ
と
で
あ
る
。 

 

単
に
送
り
手
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
し
、
逆
に
受
け
手
だ

か
ら
と
い
っ
て
何
も
発
信
し
な
い
と
い
う
こ
と
な
ど
あ
り
え
な

い
。
そ
う
考
え
る
方
が
、
直
観
に
か
な
っ
て
い
る
。 
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  ●
観
客
と
し
て
の
力
量
と
い
う
も
の 

 
 

デ
ィ
ス
プ
レ
イ
会
社
を
離
れ
て
、
大
型
児
童
館
の
運
営
に
携
わ

る
こ
と
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ
が
、「
博
物
館
や
児
童
館
の
来
館

者
は
、
展
示
空
間
に
あ
る
展
示
情
報
を
受
け
と
め
る
た
め
に
き
た

人
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
」
と
実
感
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

そ
れ
ぞ
れ
に
事
情
を
抱
え
て
お
り
、
そ
の
事
情
を
背
負
っ
た
ま

ま
、
そ
の
場
に
来
る
こ
と
を
選
ん
で
く
れ
た
人
だ
と
、
直
観
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
か
ら
だ
。 

 

私
自
身
も
、
音
楽
に
お
い
て
も
、
演
劇
に
お
い
て
も
、
観
客
以 

外
の
参
加
方
法
を
持
っ
て
い
な
い
が
、
お
金
も
時
間
も
余
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
、
好
き
な
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
の
コ
ン
サ

ー
ト
に
も
、
久
し
ぶ
り
に
み
る
芝
居
の
演
目
に
も
、
足
を
運
ぶ
こ

と
が
あ
る
。 

 

最
近
よ
く
、
こ
ん
な
こ
と
を
…
…
。 

「
何
か
が
お
か
し
い
。
腑
に
落
ち
な
い
。
」 （

た
か
や
ま
あ
つ
し
／ 

シ
ア
タ
ー
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
代
表
理
事
） 

 

現
在
の
デ
ン
マ
ー
ク
に
は
、
「
道
具
と
し
て
の
演
劇
」
は
影
を
潜

め
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
か
つ
て
演
劇
は
青
少
年
に
社
会
的
問
題

を
考
え
さ
せ
る
た
め
に
、
性
教
育
の
た
め
に
、
子
ど
も
の
権
利
を

考
え
さ
せ
る
た
め
に
重
要
な
ツ
ー
ル
と
し
て
存
在
し
て
い
た
時

期
が
あ
っ
た
。
だ
が
、
八
〇
年
代
末
か
ら
の
東
欧
の
政
治
的
変
化

の
な
か
で
、
む
し
ろ
審
美
性
へ
、
よ
り
高
い
芸
術
性
へ
と
シ
フ
ト

し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
質
の
高
い
演
技
・
演
出
、
い
い
脚
本
へ
。

そ
の
扱
う
内
容
も
社
会
政
治
的
な
内
容
か
ら
、
よ
り
哲
学
的
な
問

い
か
け
へ
と
変
遷
し
た
と
い
う
の
だ
。 

 

大
陸
の
政
治
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
は
日
本
人
に
は
理
解
し
が
た

い
が
、
芸
術
が
芸
術
で
あ
る
こ
と
を
純
粋
に
追
求
す
る
こ
と
で
存

在
し
う
る
環
境
に
う
ら
や
ま
し
さ
を
覚
え
る
と
と
も
に
、
そ
の
よ

う
な
環
境
に
生
き
る
自
信
の
な
い
自
分
の
姿
を
も
み
た
。 

 

デ
ン
マ
ー
ク
は
小
さ
な
国
だ
。
人
口
に
つ
い
て
も
日
本
の
四
％

程
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
小
さ
な
国
で
あ
っ
て
も
百
二
十
に
の
ぼ
る

プ
ロ
の
児
童
演
劇
の
劇
団
が
、
業
界
全
体
が
一
体
と
な
っ
て
、
子

ど
も
た
ち
の
た
め
の
芸
術
の
質
の
高
さ
の
重
要
性
に
気
づ
い
て
、

歩
ん
で
き
た
度
量
の
大
き
さ
を
思
い
知
る
。
本
当
の
意
味
で
の
プ

ロ
意
識
と
い
う
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
と
。
い
い
作
品
を
作
っ

て
き
た
か
ら
こ
そ
文
化
政
策
も
そ
れ
を
支
え
た
の
か
…
。
こ
こ
ま

で
に
至
る
ま
で
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
は
ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
の
か

…
芸
術
を
追
求
す
る
と
い
っ
て
も
名
ば
か
り
の
多
く
の
陳
腐
な

作
品
が
存
在
し
、
道
具
と
し
て
の
演
劇
か
ら
生
ま
れ
た
芸
術
的
傑

作
が
あ
る
と
い
う
パ
ラ
ド
ク
ス
も
あ
る
。
社
会
政
治
的
内
容
を
失

っ
て
演
劇
は
力
を
な
く
し
て
し
ま
っ
た
り
は
し
な
い
の
か
？ 

隣
の
芝
生
は
あ
ま
り
に
も
青
い
が
、
真
実
は
？
。
そ
こ
で
正
論
や

き
れ
い
ご
と
に
慣
れ
な
い
で
い
る
自
分
に
も
気
づ
い
て
、
苦
笑
し

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。 

（
な
か
や
ま
か
お
り
／
ア
ー
ツ
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
） 

道
具
と
し
て
の
演
劇 

文
芸
と
し
て
の
演
劇
―
デ
ン
マ
ー
ク
の
隣
の
芝
生 

中
山 

夏
織 

 

キ
ジ
ム
ナ
ー
フ
ェ
ス
タ
二
日
目
の
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
５
の
場

で
、
戸
惑
っ
て
い
る
自
分
に
出
会
っ
て
、
戸
惑
っ
た
。 

 

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
は
、「
ド
ラ
マ
教
育
に
お
け
る
〈
鑑
賞
〉

の
重
要
性
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
ド
ラ
マ
教
育
が
広
が
る
に
つ

れ
て
、
こ
れ
ま
で
広
く
（
十
分
で
な
か
っ
た
に
せ
よ
）
一
般
的
に

行
わ
れ
て
い
た
鑑
賞
を
と
り
や
め
に
す
る
の
は
や
む
を
得
な
い
と

い
う
風
潮
が
広
が
り
は
じ
め
て
い
る
か
ら
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
学
校

と
し
て
の
鑑
賞
教
育
の
減
少
は
、
体
験
型
の
ド
ラ
マ
教
育
の
普
及

に
よ
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
経
済
的
な
、
ま
た
人
口
動
態

的
な
問
題
を
抱
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
問
う
重
要
性
は

深
く
認
識
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
子
ど
も
た
ち

の
教
育
に
演
劇
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
を
使
っ
て
携
わ
る
も
の
の
〈
意

識
〉
を
問
い
た
い
と
考
え
て
い
た
。 
 

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
と
い
う
場
だ
け
に
、
鑑
賞
が
不
必
要
だ
と
論

じ
る
人
は
い
な
い
。
ど
ん
な
に
必
要
な
の
か
を
ど
う
説
明
す
る
か

に
汲
々
す
る
。
そ
れ
は
日
本
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
ジ
ェ
ー
ム

ス
・
ブ
ラ
イ
ニ
ン
グ
が
歴
史
的
経
緯
を
も
交
え
な
が
ら
紹
介
す
る

英
国
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
は
、
演
劇
が
道
具
と
し
て
い
か
に
有
効
で

あ
る
か
を
証
明
し
続
け
る
こ
と
で
、
懸
命
に
そ
の
存
在
を
維
持
し

続
け
て
き
た
と
い
う
も
の
だ
。
英
国
の
演
劇
人
た
ち
が
続
け
て
き

た
努
力
か
ら
日
本
が
学
ぶ
と
こ
ろ
は
多
い
。 

そ
れ
で
、
私
が
そ
こ
で
何
に
戸
惑
っ
た
と
い
う
の
か
。 

デ
ン
マ
ー
ク
の
Ａ
Ｓ
Ｓ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｊ
か
ら
参
加
し
た
ピ
ー
タ

ー
・
マ
ン
シ
ャ
ー
も
ま
た
歴
史
的
経
緯
を
も
と
に
、
デ
ン
マ
ー
ク

の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
語
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
が
わ
か
る
よ
う
で
わ

か
ら
な
か
っ
た
の
だ
。 



Theatre & Policy No.56 

 
8 

特定非営利活動法人 

シアタープランニングネットワーク 

編集人 中山夏織 

発行人 高山敦司 

 

〒182-0003 

東京都調布市若葉町1-33-43-202 

TEL(03)5384-8715 

FAX(03)5384-8715 

tpn1@msb.biglobe.ne.jp 

http://www5a.biglobe.ne.jp/~tpn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定非営利活動法人 

シアタープランニングネットワーク 
（ＴＰＮ） 

国際化時代の多様な文化という視点に立ち、舞台芸術関連

の様々な職業のためのセミナーやワークショップをはじ

め、調査研究、情報サービス、コンサルティングなど、舞

台芸術にかかるインフラストラクチャー確立をめざすヒ

ューマン・ネットワークです。国際的な視野から、舞台芸

術と社会との関係性の強化、舞台芸術関連職業のトレーニ

ングの理念構築とその具現化、文化政策・アートマネジメ

ントにかかる情報の共有化、そしてメインストリームシア

ターとコミュニティシアターの相互リンケージを目的と

しています。2000年12月6日、東京都よりＮＰＯ法人とし

て認証され、12月11日、正式に設立されました。 
 
 

theatre & policy シアター＆ポリシー 
 
ＴＰＮの基幹事業として、2000年6月から定期発行（隔月

間・年6回）されています。定期購読をご希望の方は、Ｔ

ＰＮの準会員としてご参加下さい。年会費3千円（送料込）

を下記までご送金下さい。尚、送金の際は、ご住所・氏名・

電話番号を忘れずにご記入くださいますようお願い申し

上げます。 
郵便振替口座 ００１９０－０－１９１６６３     

加入者名 シアタープランニングネットワーク 
 

アートマネジメントという分野を学び、教える立場となり、ま

た現実的な日々の運営を担うことも続けるなかで、アートマネジ

メントにとって も困難なことは、単なる資金不足ではなく（も

ちろん日々これに悩まされるわけですが）、組織を抜本的に改革

するということではないかと感じてきました。マーケティング戦

略の導入や、エデュケーションプログラムの一体化は、実は組織

改革の上にしか成立しないわけですが、組織という有機体はその

抜本的な改革を嫌う…。 
そんななかでこれまでになかったほどの大きな改革を進めて

いる劇場があります。ロンドン郊外ハマスミスにある地域劇場リ

リックシアター・ハマスミスです。8 月末にリリックシアターか

ら講師をお招きして「学校と芸術をつなぐ実践ストラテジー」と

題したアートマネジメントセミナー＆ワークショップを予定し

ているわけですが、招聘がきまってから、怒涛のような変化を目

撃することに。 
劇場の「エデュケーション」部を地域の「クリエイティブ・ラ

ーニングセンター」への転換は、地域劇場のファッションとして、

シェフィールドやダンディと並んで、リリックでも採用されてき

ました。それを今回のセミナー＆ワークショップでもひとつの目

玉にしようと考えていたわけですが、リリックはそこからもう一

歩進める大改革に着手。おお～というわけです。 
招聘を考えるきっかけになったのは、リリックではメインハウ

スの公演予算と、エデュケーション（クリエイティブ・ラーニン

グ）予算がほぼ同額だと耳にしたことです。とってつけたような

エデュケーションプログラムを行っている劇場がいまだ決して

なくはないなかでのこの予算組みが意味するものを探ってみた

いと感じました。 
そこからもう一歩。一つの特徴は、ロンドンという環境もあっ

てのことですが、英国の劇場としてはじめて、大々的にアーティ

ストをめざす若者(emerging artists)たちを対象にしたプログラム

が展開されること。皮肉なことに、日本ではこちらのほうが主流

かもしれませんが、英国のコンテキストでは公的助成を受けた劇

場のエデュケーション部はアーティストをめざす若者を対象と

することはほとんどありませんでした。クリエイティブ産業の次

代の担い手づくりを地域劇場が担うことになるのでしょうが、英

国のアートマネジメントの伝統を継承して、社会経済的に恵まれ

ないながらも才能のある若者たちが阻害されない枠組み作りが

進められていくのだろうな～と想像しています。「学校と芸術を

つなぐ実践ストラテジー」の場で、この大きな組織変革とポリシ

ーについても考えていきたいと考えています。 
（中山夏織） 

編集後記 


