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「
世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
は
公
共
劇
場
で
す
」

　

僕
が
劇
場
を
紹
介
を
す
る
際
の
第
一
声
は
、
た
い
て
い
こ
の
言
葉
か
ら
始
め
て
い
ま
す
。
当
た
り
前
と
い
え
ば
当

た
り
前
の
一
言
。
な
に
せ
劇
場
の
名
称
に
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
＝
公
共
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
ぐ
ら
い
で
す
か
ら
。
僕
た

ち
は
あ
ま
り
に
不
用
意
に
、
こ
の
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
時
と
し
て
そ
の
こ

と
を
自
分
自
身
で
反
省
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、「
公
共
劇
場
っ
て
、
い
っ
た
い
何
だ
ろ
う
か
？
」
と
自
問

自
答
す
る
時
で
す
。〝
公
共
の
な
ん
た
る
か
〟
を
、
身
を
も
っ
て
知
ら
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
責
任
を
感
じ
る
が
故
、

そ
の
言
葉
の
大
き
さ
に
圧
倒
さ
れ
て
い
る
毎
日
で
す
。

　

そ
れ
で
は
、
公
共
劇
場
と
は
一
体
何
な
の
で
し
ょ
う
か
？　

公
共
団
体
が
主
体
と
な
り
つ
く
っ
て
さ
え
い
れ
ば
、

そ
れ
は
公
共
劇
場
と
言
え
て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
か
。「
公
共
劇
場
」
を
「
公
共
に
資
す
る
劇
場
」
の
こ
と
だ
と
し
ま

す
。
ま
た
、「
み
ん
な
の
た
め
の
劇
場
」
と
置
き
換
え
て
み
ま
す
。「
公
共
」
で
は
な
く
「
み
ん
な
の
」。
た
だ
こ
の

「
み
ん
な
の
」
と
い
う
言
葉
も
難
し
い
概
念
で
す
。
つ
ま
り
「
み
ん
な
の
劇
場
」
と
い
う
と
き
に
一
体
何
を
す
る
べ
き

な
の
か
？　
「
み
ん
な
」
っ
て
い
う
の
は
誰
な
の
か
？　

こ
れ
ま
た
、「
公
共
」
と
変
わ
ら
な
い
議
論
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
の
的
確
な
正
解
は
お
そ
ら
く
無
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　

そ
ん
な
中
に
あ
っ
て
「
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
と
い
う
概
念
が
そ
の
答
え
を
導
き
出
す
糸
口
に
な
っ
て
く
れ
そ
う
な

気
が
し
ま
す
。「
公
共
に
資
す
る
劇
場
」
と
い
う
概
念
が
あ
る
と
す
れ
ば
、「
公
共
に
資
す
る
演
劇
」
っ
て
い
う
も
の

も
存
在
し
て
い
い
。
そ
の
こ
と
に
一
番
近
い
の
が
「
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
だ
と
思
う
か
ら
で
す
。

　
「
公
共
」
と
い
う
言
葉
は
と
て
も
強
い
力
を
持
っ
て
い
る
言
葉
で
す
。
こ
の
言
葉
を
ど
う
扱
い
、
ど
う
捉
え
、
そ
し

て
ど
う
立
ち
向
か
っ
て
い
く
の
か
。
そ
の
時
「
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
は
何
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
こ
れ
が

今
回
の
『SPT

 educational

』
の
テ
ー
マ
で
す
。
本
書
で
は
様
々
な
試
み
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
で
語
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

僕
は
「
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
演
劇
で
あ
る
」
と
強
く
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
も
「
み
ん
な
の
演
劇
」
そ
の
も
の
だ

と
思
い
ま
す
。
そ
こ
に
い
る
人
た
ち
が
お
互
い
の
意
見
を
出
し
合
い
、
何
か
を
つ
く
り
、
そ
れ
を
観
合
う
、
感
想
を

言
い
合
う
。
規
模
は
小
さ
い
し
、
舞
台
の
上
で
行
わ
れ
て
は
い
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
こ
に
あ
る
行
為
は
ど

こ
を
切
り
取
っ
て
も
演
劇
で
す
。
し
か
も
舞
台
上
で
行
わ
れ
る
演
劇
に
比
べ
て
、
誰
に
で
も
関
わ
れ
る
可
能
性
が
あ

る
身
近
な
演
劇
で
す
。
脚
本
、
演
出
、
出
演
、
観
賞
、
批
評
。
そ
こ
で
行
わ
れ
て
い
る
全
て
の
こ
と
に
、
そ
こ
に
い

る
全
て
の
人
が
そ
の
場
で
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
ん
な
未
曾
有
の
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
の
が
「
ワ
ー
ク
シ
ョ

ッ
プ
」
で
す
。
で
す
か
ら
こ
そ
、「
み
ん
な
の
演
劇
」
な
の
で
す
。
そ
し
て
こ
の
「
全
て
の
こ
と
に
、
全
て
の
人
が
関

わ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
「
公
共
の
本
質
」
に
他
な
ら
な
い
と
確
信
し
て
い
ま
す
。

　
〝
み
ん
な
の
演
劇
た
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
〟
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、〝
み
ん
な
の
劇
場
た
る
公
共
劇
場
〟
で
や
り
続
け

る
所
以
が
あ
る
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
み
ん
な
の
演
劇
を
や
っ
て
い
る
劇
場
こ
そ
が
、
み
ん
な
の
劇
場
で
あ
る
と

言
い
換
え
て
も
い
い
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
た
だ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
や
る
だ
け
で
は
な
く
、
い
か
に

し
て
「
み
ん
な
の
」
も
の
で
あ
り
続
け
る
か
、
思
考
し
試
行
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
は
ま

た
人
に
喜
ん
で
も
ら
え
る
演
劇
で
あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
ひ
と
り
よ
が
り
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
、

「
公
」
が
逃
げ
て
い
っ
て
し
ま
っ
て
は
本
末
転
倒
で
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
や
っ
て
い
る
だ
け

に
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
、
元
も
子
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ル
ー
テ
ィ
ン
に
な
っ
て
し
ま
え
ば
、「
み
ん
な
の
」
も
「
演
劇
」

も
そ
こ
か
ら
逃
げ
て
い
き
ま
す
。

　
「
公
共
と
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」、
こ
の
二
つ
の
言
葉
は
と
て
も
親
和
性
が
高
い
と
思
い
ま
す
。
時
に
は
ご
ち
ゃ
ま
ぜ

に
な
っ
て
双
方
を
見
失
っ
た
り
、
一
方
が
一
方
を
塗
り
つ
ぶ
し
た
り
し
て
し
ま
う
危
険
性
も
あ
り
ま
す
。
世
田
谷
パ

ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
に
と
っ
て
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
大
き
な
柱
で
す
。
両
者
と
い
い
関
係
を
築
か
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
続
け
て
、
や
り
続
け
る
し
か
な
い
と
責
任
を
感
じ
て
い
ま
す
。
幸
い
な
こ
と
に
、

考
え
、
や
り
続
け
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
ん
な
に
面
白
い
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
ち
ら
も
決
ま
っ
た
形
が
な
く
て
、

い
つ
も
違
う
面
を
見
せ
て
く
れ
る
か
ら
で
す
。

　
「
劇
場
は
広
場
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
に
は
あ
り
ま
す
が
、「
公
共
と
ワ
ー
ク
シ

ョ
ッ
プ
」
と
い
う
概
念
自
体
が
魅
力
的
な
「
遊
び
場
」
で
あ
り
、
か
つ
「
学
び
場
」
な
の
で
す
。
も
っ
と
た
く
さ
ん

の
人
に
こ
こ
の
魅
力
を
知
っ
て
欲
し
い
し
、
た
く
さ
ん
の
人
に
遊
び
に
来
て
欲
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
本
書
は
、

そ
の
楽
し
さ
を
知
る
た
め
の
僕
ら
か
ら
み
な
さ
ん
へ
の
、
ち
ょ
っ
と
だ
け
一
方
的
な
お
誘
い
で
も
あ
る
の
で
す
。

　

そ
れ
で
は
、
ど
う
ぞ
ご
一
緒
に
…
…
。

公
共
と
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
　
～「
公
共
に
資
す
る
演
劇
」を
め
ざ
し
て
　
山
本 

大
（
世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
）

は
じ
め
に
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ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
野
村
萬
斎
で
す
。

　

私
は
主
に
狂
言
の
公
演
で
全
国
津
々
浦
々
の
劇
場
や
ホ
ー
ル
を
く
ま
な
く
廻
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、

皆
様
方
と
は
き
っ
と
ど
こ
か
で
お
会
い
し
て
い
る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
廻
っ
て
み
ま
す
と
、
そ
の

ホ
ー
ル
の
置
か
れ
て
い
る
立
場
の
違
い
が
よ
く
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
一
昔
前
か
ら
あ
る
よ
う
な
ホ
ー
ル

も
あ
れ
ば
、
真
新
し
い
ホ
ー
ル
も
あ
る
。
都
会
の
ど
真
ん
中
に
あ
る
ホ
ー
ル
も
あ
れ
ば
、
突
如
田
ん
ぼ

の
中
に
出
現
す
る
よ
う
な
ホ
ー
ル
も
あ
る
と
い
っ
た
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
ご
事
情
が
全
部
詰
ま

っ
て
い
る
の
が
「
ホ
ー
ル
」
の
よ
う
な
気
も
し
ま
す
。
公
共
文
化
施
設
と
い
っ
て
も
、
と
て
も
ひ
と
括

り
に
は
括
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
私
自
身
肌
身
に
感
じ
て
お
り
、
私
ほ
ど
、
多
く
の
「
劇
場
」
を
み
て

き
て
い
る
も
の
は
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
自
負
し
て
い
る
ぐ
ら
い
で
す
。

　

さ
て
、
私
が
現
在
芸
術
監
督
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
で
す

が
、
東
京
都
内
に
あ
り
ま
す
「
世
田
谷
」
と
い
う
一
地
域
の
公
共
劇
場
と
位
置
づ
け
ら
れ
ま
す
。
そ
う

は
言
い
な
が
ら
も
、
世
田
谷
は
や
は
り
東
京
の
真
ん
中
に
あ
る
区
で
す
か
ら
、
か
な
り
特
殊
な
立
地
で

も
あ
り
、
そ
の
利
便
性
か
ら
し
て
も
恵
ま
れ
た
環
境
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

で
す
か
ら
、
私
が
こ
れ
か
ら
申
し
上
げ
る
こ
と
は
必
ず
し
も
皆
さ
ん
に
と
っ
て
は
当
て
は
ま
ら
な
い
こ

と
も
多
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
ど
う
か
お
聞
き
く
だ
さ
い
。

狂
言
師
＝
「
公
人
」
＝
芸
術
監
督

　

私
の
生
業
（
な
り
わ
い
）
で
あ
る
狂
言
師
と
い
う
職
業
は
非
常
に
特
殊
で
す
。
担
わ
な
け
れ
ば
い
け

な
い
責
任
が
と
て
つ
も
な
く
重
い
仕
事
で
す
。
自
分
の
意
識
と
し
て
、
も
ち
ろ
ん
「
私
」
の
仕
事
と
し

て
の
狂
言
を
や
っ
て
い
る
部
分
は
あ
る
の
で
す
が
、
一
方
で
私
は
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
人
間
で
あ
る
」
と

い
う
自
意
識
を
強
く
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
狂
言
と
い
う
日
本
文
化
を
受
け
継
ぎ
、
継
承
し
、
そ

し
て
そ
れ
を
後
進
に
伝
え
て
い
く
と
い
う
、
私
に
課
せ
ら
れ
た
「
公
」
と
い
う
逃
れ
よ
う
の
な
い
使
命

感
に
責
任
を
感
じ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

そ
も
そ
も
芸
術
監
督
と
は
何
な
の
か
？　

公
共
劇
場
と
は
何
な
の
か
？　

公
共
で
舞
台
芸
術
を
支
え

る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
？　

私
は
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
な
局
面
か
ら
考
え

る
こ
と
が
多
い
人
間
で
す
。
そ
れ
は
す
べ
て
私
の
中
の
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
観
」
が
そ
う
い
う
想
い
に
さ
せ

て
い
ま
す
。
私
は
、
狂
言
師
と
い
う
「
公
人
」
で
あ
る
が
ゆ
え
、
公
共
劇
場
の
担
う
ミ
ッ
シ
ョ
ン
も
素

直
に
受
け
入
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
ぶ
ん
、「
狂
言
師
で
あ
る
」
と
い
う
自
ら
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
が
、
公
共
劇
場
を
考
え
る
上
で
の
ひ
と
つ
の
私
の
糧
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
そ

う
で
す
。

「
演
劇
の
社
会
還
元
」
に
共
鳴

　

狂
言
だ
け
を
や
っ
て
い
れ
ば
済
む
人
間
が
な
ぜ
こ
ん
な
に
も
「
演
劇
」
の
こ
と
を
考
え
る
よ
う
に
な

っ
た
か
と
い
う
と
、
文
化
庁
の
芸
術
家
在
外
研
修
と
い
う
制
度
で
一
年
間
イ
ギ
リ
ス
に
留
学
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
経
験
が
大
き
い
で
す
。
イ
ギ
リ
ス
で
広
義
の
「
演
劇
」
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
が
今

日
の
私
を
築
い
て
い
ま
す
。

　

イ
ギ
リ
ス
は
日
本
よ
り
も
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
く
ら
い
に
演
劇
的
な
文
化
政
策
が
先
進
的
で
す
。

そ
ん
な
中
で
「
演
劇
の
社
会
還
元
」
と
い
う
ひ
と
つ
の
概
念
が
私
の
心
を
打
ち
ま
し
た
。
ひ
と
つ
の
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
、
実
社
会
に
役
立
つ
よ
う
な
も
の
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
、
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
う
い
う
イ
ギ
リ
ス
の
演
劇
的
な
文
化
土
壌
の
中
で
ひ
と
つ
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

と
い
う
も
の
を
取
っ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
「
劇
場
」
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
要
に
な
っ
て
い
る
人
物

が
「
芸
術
監
督
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
目
の
当
た
り
に
し
ま
し
た
。
そ
の
時
、「
芸
術
監
督
っ
て
や
っ

て
み
た
い
な
ぁ
」
と
切
望
し
た
こ
と
を
今
で
も
鮮
明
に
覚
え
て
い
ま
す
。「
公
」
の
意
識
を
強
く
持
っ
て

い
る
私
に
と
っ
て
、
そ
の
役
割
が
自
分
に
適
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
と
思
い
込
ん
だ
ん
で
す
ね
、
そ

の
時
は
…
…
。

　

日
本
に
帰
っ
て
き
て
数
年
が
た
ち
、
そ
ん
な
こ
と
も
忘
れ
か
け
て
い
た
頃
、
偶
然
に
も
世
田
谷
パ
ブ

リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
か
ら
芸
術
監
督
就
任
へ
の
要
請
が
あ
り
ま
し
た
。
う
れ
し
か
っ
た
で
す
ね
。
私
は
即

答
で
お
受
け
い
た
し
ま
し
た
。

　

私
は
芸
術
監
督
の
就
任
直
前
、
イ
ギ
リ
ス
で
の
演
劇
体
験
を
反
芻
し
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
劇
場
の
あ

り
方
と
し
て
、
基
本
的
に
は
い
い
芝
居
を
上
演
し
て
、
そ
れ
で
お
客
さ
ん
が
た
く
さ
ん
入
っ
て
、
お
金

が
ち
ゃ
ん
と
入
っ
て
く
る
、
そ
の
ひ
と
つ
の
サ
イ
ク
ル
が
円
滑
に
ま
わ
っ
て
い
け
ば
そ
の
こ
と
が
理
想

な
の
は
当
た
り
前
で
す
。
そ
れ
は
民
間
劇
場
も
公
共
劇
場
も
同
じ
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
で
す
が
、
や

は
り
公
共
劇
場
と
い
う
の
は
そ
れ
だ
け
で
は
違
う
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。「
公
」
の
部
分
、
そ
れ
は
ま
さ

に
「
社
会
還
元
を
す
る
」
と
い
っ
た
精
神
性
を
も
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
が
ひ
と
つ
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ

講
演公

共
劇
場
の
あ
る
べ
き
姿　
　
　
　
　
　
　
野
村
萬
斎

※
本
稿
は
、
二
〇
一
〇
年
二
月
一
七
日
に
開
催
さ
れ
ま
し

た
文
化
庁
・（
社
）
全
国
公
立
文
化
施
設
協
会
主
催
「
平
成

二
一
年
度
全
国
公
立
文
化
施
設
ア
ー
ト
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト

研
修
会　

舞
台
芸
術
フ
ェ
ア
・
ア
ー
ト
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト

セ
ミ
ナ
ー
２
０
１
０
」
の
基
調
講
演
「
公
共
劇
場
が
地
域

で
考
え
る
こ
と
」
の
内
容
を
一
部
編
集
し
た
も
の
で
す
。
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る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
自
分
が
芸
術
監
督
に
就
く
な
ら
ば
、
や
は
り
そ
の
こ
と
を
最
も
重
要
視
し
た

か
っ
た
の
で
す
。

「
こ
の
辺
り
の
も
の
で
ご
ざ
る
」
の
精
神

　

私
は
芸
術
監
督
の
指
針
と
し
て
、
一
番
大
き
な
柱
に
「
こ
の
辺
り
の
も
の
で
ご
ざ
る
」
と
い
う
狂
言

で
の
名
乗
り
、
第
一
声
の
文
言
を
掲
げ
ま
し
た
。
狂
言
を
ご
存
知
の
方
に
は
説
明
不
要
で
す
が
、
大
抵

最
初
の
登
場
人
物
が
、「
こ
の
辺
り
の
も
の
で
ご
ざ
る
」
と
自
己
紹
介
を
い
た
し
ま
す
。
そ
れ
は
海
外
公

演
で
あ
っ
て
も
同
じ
よ
う
に
必
ず
そ
の
土
地
土
地
で
、「
こ
の
辺
り
の
も
の
で
ご
ざ
る
」
と
言
う
の
で
す
。

ど
こ
に
行
っ
て
も
同
じ
事
を
言
い
ま
す
。
去
年
は
イ
タ
リ
ア
の
ミ
ラ
ノ
、
ロ
ー
マ
、
北
京
で
も
公
演
が

あ
り
ま
し
た
。
イ
タ
リ
ア
語
も
中
国
語
も
喋
れ
な
い
の
に
、
自
分
を
「
こ
の
辺
り
の
も
の
で
ご
ざ
る
」

っ
て
紹
介
す
る
ん
で
す
。
そ
の
名
乗
り
に
、
ま
さ
し
く
狂
言
に
お
け
る
「
公
共
性
」「
普
遍
性
」
の
よ
う

な
も
の
が
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　

狂
言
に
出
て
く
る
登
場
人
物
と
い
う
の
は
、
能
に
出
て
く
る
よ
う
な
お
偉
い
貴
族
や
皇
族
、
武
将
と

は
違
っ
て
、
名
前
も
な
き
者
、
ま
さ
に
一
般
市
民
を
代
表
し
て
い
る
人
物
が
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
で

す
か
ら
、
そ
の
人
物
が
自
己
紹
介
を
す
る
際
、「
こ
の
辺
り
の
も
の
、
名
も
な
き
も
の
」
と
表
明
す
る
わ

け
で
す
。

　

狂
言
の
精
神
と
し
て
、「
こ
の
辺
り
の
も
の
で
ご
ざ
る
」
と
い
う
ひ
と
こ
と
さ
え
あ
れ
ば
、
地
域
性
と

い
う
も
の
を
軽
く
飛
び
越
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
そ
ん
な
便
利
な
ソ
フ
ト
で
す
。
そ
の
す
ば
ら
し
い
発

想
を
用
い
て
、
世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
に
置
き
換
え
て
み
た
の
で
す
。
つ
ま
り
、「
世
田
谷
辺
り

の
も
の
で
ご
ざ
る
」
と
い
う
ひ
と
つ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
中
心
に
据
え
ま
し
た
。
世
田
谷
辺
り
の

も
の
と
い
う
こ
と
は
東
京
辺
り
の
も
の
で
あ
り
、
東
京
辺
り
の
も
の
と
い
う
の
は
日
本
辺
り
の
も
の
で

あ
り
、
日
本
辺
り
の
も
の
は
ア
ジ
ア
辺
り
の
も
の
で
あ
り
、
ア
ジ
ア
辺
り
の
も
の
は
世
界
辺
り
の
も
の

で
あ
り
、
そ
し
て
地
球
辺
り
の
も
の
で
あ
る
と
…
…
（
笑
）。
そ
う
い
う
発
想
に
立
っ
て
物
事
を
考
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
ん
ど
ん
拡
が
り
が
で
き
て
い
く
。
世
田
谷
区
で
や
っ
た
こ
と
が
中
心
に
な
っ
て
、

東
京
、
そ
れ
か
ら
周
辺
を
経
て
同
心
円
状
に
外
に
拡
が
っ
て
い
く
。
そ
の
展
開
が
ひ
と
つ
の
文
化
発
信

に
つ
な
が
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。
ま
さ
に
、「
同
心
円
的
文
化
発
信
の
精
神
」
と
い
え
る
の
で
す
。

芸
術
監
督
方
針
の
重
要
性

　

私
の
芸
術
監
督
と
し
て
の
最
初
の
仕
事
は
、
芸
術
方
針
を
立
て
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
方
針

を
明
文
化
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
す
。
劇
場
が
ど
こ
に
向
か
っ
て
い
く
の
か
、
ど

う
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
で
い
る
の
か
、
そ
の
方
針
こ
そ
が
芸
術
監
督
の
ひ
と
つ
の
存
在
意
義
の
よ
う
な
気

が
し
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
今
日
、
い
ろ
い
ろ
な
タ
イ
プ
の
芸
術
監
督
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
の
で
、
そ
れ

ぞ
れ
の
個
性
が
出
れ
ば
い
い
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
で
す
が
、
基
本
的
に
は
や
っ
ぱ
り
芸
術
監
督
と
い
う

も
の
は
、
ひ
と
つ
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
と
し
て
、
劇
場
の
進
む
べ
き
方
向
を
示
唆
し
て
い
く
役
割
な
の
で
、

ス
タ
ッ
フ
の
力
を
結
集
さ
せ
る
た
め
に
も
、
考
え
方
を
鮮
明
に
打
ち
立
て
る
こ
と
が
重
要
な
仕
事
だ
と

思
い
ま
し
た
。

　

私
は
一
時
の
流
行
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
や
は
り
息
の
長
い
作
品
を
創
る
こ
と
を
志
向
し
ま
す
。

先
ほ
ど
の
芸
術
監
督
方
針
で
言
え
ば
、
世
田
谷
で
創
っ
た
も
の
が
、
世
田
谷
区
を
離
れ
、
東
京
を
廻
り
、

各
道
府
県
を
廻
り
、
日
本
を
廻
り
、
世
界
を
廻
る
と
い
う
よ
う
な
作
品
に
育
っ
て
い
く
こ
と
が
喜
び
で

す
。
爆
発
的
に
売
れ
る
こ
と
よ
り
も
、
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
的
な
レ
パ
ー
ト
リ
ー
作
品
を
創
る
こ
と
が
世
田

谷
の
ひ
と
つ
の
役
割
の
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
そ
れ
は
世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
と
い
う
ひ
と
つ

の
劇
場
の
役
割
と
い
う
よ
り
も
、
日
本
の
演
劇
に
求
め
ら
れ
て
い
る
今
一
番
必
要
な
こ
と
の
よ
う
な
気

が
し
ま
す
。
文
化
創
造
す
る
劇
場
と
し
て
の
重
要
な
機
能
は
そ
こ
に
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

近
頃
、
あ
る
世
田
谷
区
民
の
方
と
お
会
い
す
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
方
か
ら
、
実
に
う
れ
し

い
ひ
と
こ
と
を
頂
戴
し
ま
し
た
。「
私
は
世
田
谷
区
民
な
ん
で
す
が
、
本
当
に
世
田
谷
区
に
劇
場
が
あ
っ

て
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
の
作
品
が
海
外

に
行
っ
て
、
世
界
中
で
評
価
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
。
そ
の
こ
と
に
私
は
非
常
に
胸
を
張
る
思
い
で
す
」

と
、
そ
の
よ
う
に
私
は
励
ま
し
の
言
葉
を
頂
き
ま
し
た
。
ま
さ
し
く
、
地
域
に
根
ざ
し
て
い
る
野
球
や

サ
ッ
カ
ー
の
よ
う
な
プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
チ
ー
ム
の
サ
ポ
ー
タ
ー
と
同
じ
よ
う
な
感
覚
で
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア

タ
ー
を
応
援
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
た
の
で
す
。
私
は
感
動
を
覚
え
ま
し
た
。
世
田
谷
区
の
劇
場
で
や
っ

て
い
る
こ
と
が
、
自
分
た
ち
の
区
だ
け
で
な
く
様
々
な
発
信
性
を
持
っ
て
、
世
界
中
で
喜
ん
で
も
ら
え

て
い
る
。
そ
の
成
果
を
喜
ぶ
と
と
も
に
、
そ
の
こ
と
に
満
足
し
て
い
る
方
が
地
域
に
い
る
こ
と
に
本
当

の
充
実
感
を
覚
え
ま
し
た
。
そ
の
想
い
に
、
私
の
演
劇
観
の
根
底
に
あ
る
「
社
会
還
元
」
と
い
う
二
文

字
を
重
ね
る
こ
と
が
で
き
、
大
変
私
は
感
銘
を
受
け
た
の
で
す
。

よ
い
劇
場
と
は

　

全
国
に
は
元
気
な
劇
場
も
あ
れ
ば
、
少
し
疲
れ
て
い
る
劇
場
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
全
国
津
々
浦
々

を
歩
く
と
そ
れ
を
真
っ
先
に
感
じ
て
し
ま
い
ま
す
ね
（
笑
）。
大
体
元
気
な
劇
場
、
活
気
が
あ
る
と
こ
ろ

は
、
や
っ
ぱ
り
そ
こ
で
頑
張
っ
て
ら
っ
し
ゃ
る
ス
タ
ッ
フ
が
必
ず
目
立
ち
ま
す
し
、
そ
の
方
々
の
熱
意

と
い
う
も
の
が
は
っ
き
り
と
お
客
様
に
も
伝
わ
る
し
、
そ
し
て
何
よ
り
も
、
演
じ
る
私
ど
も
に
も
元
気

【
芸
術
監
督
方
針
】

Ⅰ　

地
域
性
、
同
時
代
性
、
普
遍
性

Ⅱ　

伝
統
演
劇
と
現
代
演
劇
の
融
合

Ⅲ　

総
合
的
な
舞
台
芸
術
「
ト
ー
タ
ル
・
シ
ア
タ
ー
」
を

指
向
す
る

【
世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
活
動
方
針
】

一
．
レ
パ
ー
ト
リ
ー
の
創
造

二
．
海
外
へ
の
舞
台
芸
術
の
発
信
と
共
同
制
作

三
．
地
域
に
向
け
た
教
育
普
及
活
動

四
．
地
方
の
公
共
劇
場
と
の
連
携
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が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
演
者
と
し
て
も
、「
や
っ
ぱ
り
ま
た
あ
そ
こ
で
や
り
た
い
な
、
あ
の
人
た
ち
に
ぜ

ひ
見
せ
た
い
な
」
と
い
う
気
分
が
高
ま
る
の
も
、
そ
う
い
っ
た
熱
い
劇
場
で
す
。
ま
さ
に
三
位
一
体
、

観
る
側
、
演
じ
る
側
、
制
作
す
る
側
、
こ
の
三
位
一
体
の
熱
と
い
う
も
の
が
盛
り
上
が
っ
て
い
る
と
こ

ろ
が
、「
よ
い
劇
場
」
の
秘
訣
と
い
う
気
が
し
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
気
運
を
創
り
あ
げ
る
こ
と

こ
そ
が
「
劇
場
の
仕
事
」
な
ん
で
す
。

　

そ
う
い
う
地
道
な
活
動
を
支
え
て
い
く
た
め
に
は
、
劇
場
と
い
う
の
は
単
に
芝
居
を
見
せ
る
だ
け
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
お
客
様
方
に
も
周
知
徹
底
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
単
に
観
劇

と
い
う
商
行
為
的
な
関
係
だ
け
に
終
っ
て
し
ま
う
の
が
嘆
か
わ
し
い
で
す
。
公
共
の
文
化
施
設
と
す
る

な
ら
ば
、
行
く
だ
け
で
何
か
楽
し
い
場
所
、
芝
居
を
観
る
だ
け
で
は
な
い
「
場
」
で
あ
る
こ
と
を
知
っ

て
欲
し
い
の
で
す
。

　

そ
の
こ
と
は
通
常
見
え
に
く
い
も
の
で
す
。
も
っ
と
社
会
還
元
性
の
強
い
取
り
組
み
、
私
ど
も
は
「
学

芸
系
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
呼
ん
で
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
あ
る
と
か
、
地
域
と
の

共
同
作
業
で
あ
る
と
か
、
そ
う
い
う
事
業
か
ら
、
地
域
に
必
要
な
も
の
と
し
て
の
存
在
を
知
ら
し
め
な

け
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
「
場
」
に
は
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

「
劇
場
」
の
本
当
の
意
味

　

わ
ざ
わ
ざ
劇
場
ま
で
お
客
さ
ん
に
足
を
運
ん
で
い
た
だ
い
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
お
客
さ
ん
が
持
っ

て
帰
る
、
そ
の
価
値
と
い
う
も
の
を
我
々
は
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
す
ね
。「
舞
台
の
原
点
」
と
は
、

や
っ
ぱ
り
ひ
と
つ
の
ラ
イ
ブ
性
、
み
ん
な
の
声
で
あ
る
と
か
生
身
の
身
体
の
素
晴
ら
し
さ
と
い
う
も
の

を
、
目
の
前
で
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
生
か
す
た
め
に
は
、
や
っ
ぱ
り
声

や
身
体
が
〝
裸
の
舞
台
〟
で
存
在
す
る
こ
と
が
、
ひ
と
つ
の
価
値
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
な
に
よ
り
、

み
ん
な
で
観
る
と
い
う
こ
と
が
劇
場
に
と
っ
て
は
と
て
も
重
要
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
個
人
で
観
客

席
を
独
占
し
て
お
芝
居
を
観
る
の
と
、
多
く
の
人
と
一
緒
に
観
る
の
と
で
は
、
そ
の
作
用
と
い
う
点
で

は
、
大
き
く
違
う
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
演
じ
る
方
専
門
で
、
観
て
い
る
方
の
感
覚
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、

や
っ
ぱ
り
い
い
お
芝
居
だ
と
、
観
客
席
も
舞
台
上
も
一
体
化
し
ま
す
。
そ
こ
に
劇
場
に
来
る
、
そ
の
場

に
い
る
、
面
白
さ
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
本
当
に
い
い
シ
ー
ン
が
出
て
く
る
と
、
針
を
落

と
し
た
だ
け
で
も
、
そ
の
音
が
聞
こ
え
る
よ
う
な
静
け
さ
と
い
う
も
の
が
一
瞬
舞
台
を
支
配
し
ま
す
。

こ
れ
は
役
者
も
偉
い
が
観
客
も
偉
い
、
し
か
し
そ
れ
は
一
人
の
観
客
が
成
り
立
た
せ
て
い
る
の
で
は
な

く
て
、
み
ん
な
で
固
唾
を
飲
ん
で
い
る
と
い
う
瞬
間
が
一
瞬
感
じ
ら
れ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
う
い
う
何
と

も
い
え
な
い
空
間
が
生
ま
れ
る
の
で
す
。
こ
れ
は
テ
レ
ビ
の
前
で
滂
沱
（
ぼ
う
だ
）
の
涙
を
流
し
て
い

る
の
と
は
ち
ょ
っ
と
わ
け
が
違
う
、
多
人
数
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
あ
る
か
ら
こ
そ
で
き
る
技
な
の
で
す
。

　

劇
場
に
来
て
、
人
を
感
じ
て
、「
生
」
に
触
れ
て
、「
あ
あ
、
俺
生
き
て
い
る
ん
だ
な
」
と
い
う
感
覚

を
持
て
る
と
い
う
こ
と
が
、
劇
場
に
来
る
本
当
の
意
味
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

二
〇
一
〇
年
二
月
一
七
月
（
国
立
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
記
念
青
少
年
総
合
セ
ン
タ
ー
に
て
）

野
村
萬
斎
（
の
む
ら
・
ま
ん
さ
い
）

一
九
六
六
年
東
京
生
ま
れ
。
狂
言
師
。
世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
芸
術
監
督
。
九
九
年
、
文
化
庁

演
劇
部
門
芸
術
祭
新
人
賞
、
〇
三
年
、
芸
術
選
奨
文
部
科
学
大
臣
新
人
賞
を
受
賞
。『
ま
ち
が
い
の
狂
言
』

な
ど
狂
言
の
技
法
を
駆
使
し
た
舞
台
の
演
出
・
出
演
を
手
が
け
る
ほ
か
、『
子
午
線
の
祀
り
』『
オ
イ
デ

ィ
プ
ス
王
』『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』『
国
盗
人
』『
マ
ク
ベ
ス
』
な
ど
の
舞
台
で
活
躍
。
〇
五
年
に
構
成
・
演

出
・
出
演
し
た
『
敦
─
山
月
記
・
名
人
伝
─
』
で
紀
伊
國
屋
演
劇
賞
、
朝
日
舞
台
芸
術
賞
を
受
賞
。
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世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
が

探
す
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の

こ
れ
か
ら
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塚
田
美
紀+

佐
野
晃
一郎+

山
本
大

世
田
谷
区
に
は
世
田
谷
美
術
館
、
世
田
谷
文
学
館
、
世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
と
三
つ
の
文
化
施
設
が
あ
り
ま
す
。
各

館
そ
れ
ぞ
れ
に
教
育
普
及
事
業
を
担
当
す
る
部
署
が
あ
り
、
子
ど
も
向
け
を
は
じ
め
と
し
た
様
々
な
事
業
を
多
数
行
っ
て
い

ま
す
。
三
館
の
担
当
者
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
思
い
を
も
っ
て
事
業
を
行
っ
て
い
る
の
か
、
話
を
伺
い
ま
し
た
。

文
化
施
設
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン

―
私
た
ち
は
、
施
設
を
背
負
っ
て
地
域
へ
行
く
の
か
―

―
―　
　

今
日
お
越
し
い
た
だ
い
た
三
施
設
は
、
長
期
的
な
教
育
普
及
事
業
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
並
行
し
て
最
近

で
は
、
区
内
の
文
化
施
設
が
協
力
し
て
子
ど
も
の
た
め
の
事
業
を
展
開
す
る
機
会
も
増
え
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
今

さ
ら
な
が
ら
で
は
あ
り
ま
す
が
本
日
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
の
自
己
紹
介
か
ら
は
じ
め
て
、
芸
術
文
化
の
教
育
普
及

事
業
の
展
望
を
探
り
た
い
と
考
え
ま
し
た
。
ま
ず
、
各
施
設
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
、
現
在
取
り
組
ん
で
い
る
事
業
に
つ

い
て
お
話
し
く
だ
さ
い
。

山
本　

世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
が
開
館
し
た
の
は
九
七
年
四
月
で
す
か
ら
、
美
術
館
や
文
学
館

と
比
べ
れ
ば
後
発
で
す
ね
。
世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
は
、
文
化
と
生
活
の
情
報
が
集
ま
る
場
所

と
し
て
建
ち
上
が
っ
た
、
世
田
谷
文
化
生
活
情
報
セ
ン
タ
ー
と
い
う
施
設
の
一
部
門
に
な
り
ま
す
。
で

す
か
ら
、
劇
場
の
建
物
自
体
に
ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
ね
。

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
事
業
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
に
集
ま
る
人
と
人
が
ど
う
関
わ
る
の
か
、
さ
ら
に
そ
こ
に

文
化
と
し
て
の
演
劇
が
ど
う
関
わ
る
の
か
、
そ
う
い
う
観
点
か
ら
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
を
し
て
い
ま
す
。

　

事
業
の
数
は
子
ど
も
向
け
の
物
が
多
く
て
、
特
に
、
学
校
へ
は
年
間
延
べ
一
五
〇
日
程
度
出
か
け
て

演
劇
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
以
外
に
、
劇
場
内
で
行
わ
れ
る
子
ど
も
向
け
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
を
、
学
校
の
夏
休
み
、
冬
休
み
、
春
休
み
の
期
間
に
合
わ
せ
て
や
っ
て
い
ま
す
。
ほ
か
に

は
、
一
般
を
対
象
に
し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
月
一
回
程
度
、
劇
場
で
発
表
会
を
行
う
「
地
域
の
物
語

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
と
い
う
長
期
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
が
軸
に
な
っ
て
い
ま
す
。

普
段
は
学
校
に
行
っ
て
い
て
、
週
末
と
か
平
日
の
夜
と
か
に
一
般
向
け
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
や
っ
て

い
る
と
い
う
感
じ
で
す
ね
。

　

い
か
に
演
劇
に
親
し
ん
で
も
ら
う
か
、
い
か
に
演
劇
を
楽
し
い
と
思
っ
て
も
ら
え
る
か
、
そ
う
い
っ

た
点
を
踏
ま
え
た
上
で
、「
演
劇
」
と
か
「
劇
場
」
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
を
拡
げ
る
と
い
っ
た
と
こ

ろ
が
劇
場
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
僕
自
身
が
、
そ
う
い
っ
た
こ

と
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
ね
。
観
劇
だ
け
で
し
か
「
演
劇
」
に
触
れ
ら
れ
な
い
と
す
る
な

ら
ば
、「
演
劇
」
と
か
「
劇
場
」
と
い
っ
た
も
の
を
楽
し
ん
で
も
ら
え
る
人
は
き
わ
め
て
限
ら
れ
て
し
ま

う
よ
う
に
思
う
ん
で
す
。
今
劇
場
で
や
っ
て
い
る
公
演
の
チ
ケ
ッ
ト
は
確
か
七
千
円
だ
っ
た
か
な
？　

僕
だ
っ
て
ス
タ
ッ
フ
じ
ゃ
な
け
れ
ば
、
そ
う
そ
う
劇
場
に
来
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
（
笑
）。
料
金
の

問
題
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
今
日
、「
演
劇
」
っ
て
す
ご
く
敷
居
が
高
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
れ
て
い

る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
そ
の
敷
居
を
少
し
で
も
下
げ
ら
れ
た
ら
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

塚
田　

担
当
し
て
い
る
人
た
ち
の
間
で
共
有
さ
れ
て
い
る
キ
ー
ワ
ー
ド
は
あ
る
ん
で
す
か
？

山
本　
「
地
域
と
ど
う
つ
な
が
っ
て
い
く
か
」
と
い
う
こ
と
が
、
ひ
と
つ
共
有
さ
れ
て
い
る
コ
ト
バ
だ
と

思
い
ま
す
。「
地
域
と
演
劇
が
ど
う
つ
な
が
る
か
、
ま
た
、
つ
な
が
っ
て
い
く
か
」
と
い
う
の
は
大
き
な

キ
ー
ワ
ー
ド
で
す
ね
。
テ
ー
マ
か
な
？

―
―　
　

地
域
と
つ
な
が
る
た
め
の
事
業
と
言
う
と
「
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
」
と
い
う
言
葉
が
よ
く
使
わ
れ
る
と
思
う
の

で
す
が
、
世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
で
は
あ
え
て
使
っ
て
い
ま
せ
ん
ね
…
…
。

山
本　

一
般
的
に
「
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
」
と
言
っ
た
時
に
は
、
施
設
の
外
に
手
を
伸
ば
し
て
、
外
に
い
る

人
た
ち
を
文
化
施
設
の
側
に
引
き
こ
ん
で
こ
よ
う
、
と
い
う
こ
と
を
イ
メ
ー
ジ
し
ま
す
。

　

僕
た
ち
の
場
合
は
、
学
校
を
は
じ
め
と
し
た
出
か
け
た
先
で
活
動
す
る
こ
と
も
、
劇
場
の
中
で
活
動

す
る
こ
と
も
、
地
域
で
活
動
し
て
い
る
こ
と
に
は
変
わ
ら
な
い
っ
て
い
う
の
が
、
考
え
方
の
ベ
ー
ス
に

あ
る
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
施
設
の
外
に
行
っ
た
結
果
、
子
ど
も
た
ち
や
、
地
域
の
人
を
劇
場
に
引

き
こ
め
れ
ば
、
そ
れ
は
喜
ば
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
で
も
軸
足
を
置
い
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で

も
活
動
を
す
る
そ
の
場
所
で
す
。
そ
の
場
で
、
ど
ん
な
面
白
い
こ
と
を
す
る
か
っ
て
こ
と
が
問
わ
れ
ま

す
。
例
え
ば
学
校
の
現
場
だ
っ
た
ら
、
担
任
の
先
生
と
演
劇
を
持
ち
込
む
側
と
が
相
談
し
な
が
ら
、
そ

の
場
所
で
は
ど
う
す
る
と
面
白
い
劇
が
で
き
る
か
を
考
え
活
動
を
行
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
が
い
ず
れ
は

「
演
劇
」
や
「
劇
場
」
に
つ
な
が
る
と
い
う
思
い
は
あ
り
ま
す
け
ど
、
で
も
今
す
ぐ
世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク

鼎
談
　
　
世
田
谷
美
術
館
×
世
田
谷
文
学
館
×
世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
聞
き
手
　
編
集
部

世
田
谷
の
ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ
、「
こ
れ
ま
で
」と「
こ
れ
か
ら
」
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シ
ア
タ
ー
に
帰
っ
て
こ
な
く
て
も
い
い
ん
だ
よ
、
と
い
う
感
覚
で
い
ま
す
。
そ
こ
が
い
わ
ゆ
る
「
ア
ウ

ト
リ
ー
チ
」
と
は
違
う
と
こ
ろ
で
す
ね
。
即
効
性
を
期
待
し
な
い
と
こ
ろ
が
珍
し
い
と
こ
ろ
か
も
し
れ

ま
せ
ん
（
笑
）。

塚
田　
「
劇
場
」
に
戻
ら
な
く
て
も
い
い
、
と
い
う
の
は
、
た
し
か
に
珍
し
い
か
も
し
れ
な
い(

笑)

。

山
本　

ふ
だ
ん
は
こ
ん
な
に
直
接
的
な
言
い
方
は
し
な
い
で
す
よ
（
笑
）。
劇
場
へ
の
集
客
を
念
頭
に
お

い
た
地
域
で
の
活
動
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
す
。
も
と
も
と
数
年
前
に
学
校
へ
行
き

は
じ
め
た
時
も
、
地
域
へ
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
窓
口
の
ひ
と
つ
と
し
て
学
校
を
選
ん
だ
ん
で
す
。
ま
た
違

う
窓
口
か
ら
地
域
と
つ
な
が
れ
る
と
い
い
ね
、
と
い
う
話
を
最
近
し
て
い
ま
す
ね
。
世
田
谷
区
は
Ｎ
Ｐ

Ｏ
活
動
が
盛
ん
で
す
か
ら
、
一
緒
に
何
か
で
き
る
と
い
い
か
な
と
僕
は
考
え
て
い
ま
す
。
一
緒
に
演
劇

を
し
て
く
れ
る
仲
間
を
探
し
て
い
る
感
じ
で
す
ね
。

佐
野　

や
っ
ぱ
り
「
演
劇
」
は
い
い
で
す
よ
ね
。「
文
学
」
っ
て
ど
う
し
て
も
個
に
入
っ
ち
ゃ
う
か
ら

「
み
ん
な
で
文
学
し
よ
う
ぜ
」
っ
て
な
ら
な
い
（
笑
）。

塚
田　
「
美
術
」
も
基
本
的
に
そ
う
で
す
ね
。
最
後
は
、
や
っ
ぱ
り
一
人
っ
て
い
う
と
こ
ろ
に
行
き
つ
き

ま
す
。

―
―　
　

な
る
ほ
ど
（
笑
）。
ジ
ャ
ン
ル
特
有
の
特
徴
も
あ
る
ん
で
す
ね
。
世
田
谷
文
学
館
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
ど
ん

な
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
か
？

佐
野　

こ
れ
も
「
美
術
館
」
と
近
く
て
「
劇
場
」
と
は
少
し
異
な
る
点
で
す
が
、
私
た
ち
に
は
「
博
物

館
法
」
と
い
う
法
律
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
中
で
教
育
普
及
を
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
、

こ
の
法
律
が
前
提
と
し
て
あ
る
ん
で
す
が
、「
文
学
館
」
と
い
う
概
念
自
体
が
「
博
物
館
」
の
中
で
、
比

較
的
新
し
い
ん
で
す
ね
。
作
家
の
個
人
記
念
館
は
あ
っ
て
も
、
文
学
全
体
を
扱
う
博
物
館
は
あ
ま
り
多

く
な
い
ん
で
す
。
日
本
で
は
、
文
学
館
は
歴
史
資
料
館
の
中
の
一
部
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
て
、
美
術

館
や
自
然
史
系
の
博
物
館
と
比
べ
る
と
遅
れ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
状
況
で
す
か
ら
、
文
学
館
の
教
育
普

及
事
業
と
い
う
の
は
専
門
の
部
署
が
な
か
っ
た
り
、
事
業
が
あ
っ
て
も
、
講
演
会
や
文
芸
作
品
の
映
画

を
上
映
し
て
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
か
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。

　

世
田
谷
文
学
館
は
二
三
区
で
初
め
て
の
近
代
総
合
文
学
館
と
し
て
、
平
成
七
年
に
開
館
し
ま
し
た
。

そ
の
頃
は
、
作
家
の
資
料
の
散
逸
が
す
で
に
始
ま
っ
て
い
ま
し
た
が
、
何
せ
作
家
の
家
ま
る
ご
と
、
万

年
筆
、
消
し
ゴ
ム
ま
で
が
資
料
に
当
た
る
わ
け
で
す
か
ら
、
資
料
収
集
に
す
ご
く
力
を
割
い
て
い
ま
し

た
ね
。
そ
ん
な
中
で
、
教
育
普
及
も
取
り
組
む
べ
き
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
ひ
と
つ
と
し
て
強
く
意
識
し
て
は

い
ま
し
た
。
他
の
分
野
の
博
物
館
で
は
も
う
す
で
に
自
明
の
こ
と
で
あ
っ
た
教
育
普
及
と
い
う
の
が
、

ま
だ
文
学
館
業
界
の
中
で
は
新
鮮
な
テ
ー
マ
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
た
だ
オ
ー
プ
ン
し
た
当
時
は
、
社
会

的
に
も
自
分
た
ち
の
中
で
も
文
学
館
と
い
う
概
念
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
自
ら
が
「
文

学
館
ら
し
く
」
振
舞
う
よ
う
な
教
育
普
及
や
展
覧
会
を
し
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
文
学
館
自
身
が

「
文
学
館
」
に
縛
ら
れ
て
い
た
ん
で
す
。
ま
ず
自
分
た
ち
で
「
文
学
館
の
ふ
り
」
を
し
て
い
た
（
笑
）。

塚
田　

よ
く
分
か
り
ま
す
（
笑
）。

佐
野　

い
か
に
も
文
学
館
が
取
り
上
げ
る
企
画
を
行
う
一
方
で
大
衆
文
学
や
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
に
も
活

動
の
裾
野
を
広
げ
て
来
ま
し
た
。
最
近
、
世
田
谷
文
学
館
の
も
う
ひ
と
つ
の
カ
ラ
ー
を
出
し
始
め
た
と

こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。『
不
滅
の
ヒ
ー
ロ
ー
・
ウ
ル
ト
ラ
マ
ン
展
』（
二
〇
〇
六
年
）
や
、『
宮
沢
和
史
の

世
界
』（
同
年
）
と
い
っ
た
展
示
の
よ
う
に
、
文
学
の
概
念
を
拡
げ
始
め
た
ん
で
す
。

施
設
が
積
み
あ
げ
て
き
た
、
教
育
普
及
事
業
の
歴
史

―
ジ
ャ
ン
ル
と
向
き
合
う
こ
と
で
開
け
て
い
く
―

―
―　
　

歴
史
的
経
緯
と
い
う
と
大
げ
さ
で
す
が
、
教
育
普
及
事
業
へ
の
取
組
み
は
、
文
化
施
設
の
歴
史
そ
の
も
の

で
も
あ
る
ん
で
す
ね
。
こ
の
あ
た
り
も
整
理
し
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
世
田
谷
美
術
館
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
も

伺
い
ま
す
。

塚
田　

今
の
お
二
人
の
お
話
を
、
日
本
の
美
術
館
の
教
育
普
及
の
歴
史
と
重
ね
合
わ
せ
て
聞
い
て
い
ま

し
た
。
美
術
館
で
教
育
普
及
事
業
が
始
ま
っ
た
の
は
、
日
本
で
は
七
〇
年
代
ぐ
ら
い
か
ら
で
す
。
県
立

ク
ラ
ス
の
公
立
美
術
館
が
各
地
に
建
ち
始
め
た
時
期
で
す
ね
。
そ
の
頃
は
、
そ
れ
こ
そ
講
演
会
や
、
技

法
の
講
座
が
中
心
で
、
一
方
的
に
美
術
館
が
教
え
込
む
ば
か
り
で
い
い
の
か
と
い
う
声
が
や
が
て
あ
が

っ
て
き
た
。
そ
こ
で
八
〇
年
代
か
ら
は
、
そ
れ
ま
で
と
は
違
う
、
さ
ま
ざ
ま
な
動
き
が
起
こ
り
ま
す
。

世
田
谷
美
術
館
は
八
六
年
の
開
館
で
す
か
ら
、
教
育
普
及
に
関
し
て
は
、
講
師
と
参
加
者
と
で
と
も
に

何
か
を
創
っ
て
い
こ
う
、
と
い
う
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
的
な
考
え
方
で
ス
タ
ー
ト
を
切
っ
て
い
る
ん
で
す
。

　

佐
野
さ
ん
か
ら
「
文
学
館
の
ふ
り
を
す
る
」
と
い
う
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
考
え
て
み
れ
ば
七
〇
年

代
の
美
術
館
が
一
方
的
な
普
及
事
業
を
や
っ
て
い
た
の
は
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
の
か



2223

も
し
れ
な
い
と
、
は
た
と
思
い
ま
し
た
。
当
時
は
、
美
術
館
と
い
う
も
の
は
ぽ
つ
ん
ぽ
つ
ん
と
し
か
な

か
っ
た
。
そ
ん
な
時
期
に
「
う
ち
は
美
術
館
な
ん
で
す
」
と
い
う
場
合
、
ま
ず
は
展
覧
会
を
見
て
も
ら

っ
て
、
作
家
の
名
前
を
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
必
要
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
七
〇
年
代
の
「
教
え
込
む
」

普
及
事
業
は
、
必
然
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
な
っ
て
、
い
ま
発
見
し
ま
し
た
ね
。

　

山
本
さ
ん
の
発
言
に
も
世
田
谷
美
術
館
と
同
じ
だ
と
思
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
美
術
館
が
開
館

し
て
か
ら
現
在
ま
で
、
教
育
普
及
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
一
貫
し
て
「
日
常
と
美
術
」
な
ん
で
す
け
ど
、
そ

の
発
想
は
極
端
に
い
う
と
、〝
美
術
館
に
来
な
く
て
も
い
い
〟
と
い
う
考
え
方
か
ら
来
て
い
る
ん
で
す
。

美
術
館
に
来
る
・
来
な
い
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
美
術
」
の
ま
な
ざ
し
を
自
分
で
持
ち
帰
っ
て
、
自
分

の
家
で
も
学
校
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
由
に
活
動
し
て
い
く
っ
て
い
う
の
を
後
押
し
す
る
と
い
う
方
針

で
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
組
ん
で
い
た
ん
で
す
よ
。
例
え
ば
街
へ
出
て
面
白
い
建
築
を
見
て
歩
く
と
か
、
大

自
然
の
中
へ
入
っ
て
電
動
工
具
を
使
わ
ず
に
作
品
を
創
っ
て
み
よ
う
と
か
、
そ
う
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
が

そ
の
頃
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
料
理
の
講
座
や
マ
ナ
ー
講
座
と
い
っ
た
変
り
種
の
講
座
も
い
っ
ぱ
い
あ
り

ま
し
た
（
笑
）。
要
す
る
に
、「
美
術
」
は
美
術
館
で
作
品
を
見
る
だ
け
じ
ゃ
な
い
っ
て
こ
と
を
言
い
た

く
て
、
そ
う
い
う
こ
と
を
一
生
懸
命
や
っ
て
い
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
さ
っ
き
山
本
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ

っ
た
、
現
場
、
現
場
で
「
演
劇
」
を
き
ち
っ
と
や
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
と
同
じ
発
想
だ
っ
た
ん
だ
ろ

う
な
と
思
う
わ
け
で
す
。

―
―　
　

そ
の
う
ち
時
間
を
経
て
き
て
、
世
田
谷
美
術
館
も
社
会
的
認
知
を
獲
得
し
て
き
ま
す
。
開
館
し
て
二
〇
年

以
上
た
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

塚
田　

時
を
経
て
、
例
え
ば
学
校
な
ら
学
校
と
、
あ
る
意
味
で
安
定
的
に
、
そ
れ
こ
そ
日
常
的
な
関
係

を
作
る
と
い
う
方
向
に
シ
フ
ト
し
て
い
っ
て
い
る
の
か
な
、
と
い
う
気
が
し
ま
す
。
で
も
お
二
人
の
お

話
を
聞
く
ま
で
は
、
自
分
で
そ
う
い
う
ふ
う
に
整
理
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
か
ら
、
面
白
い
な
と
思
っ

て
。

山
本　

今
日
は
、
文
化
施
設
の
担
当
者
と
い
う
こ
と
で
集
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
建
物
か
ら
は
み
出
し
て

い
く
、
施
設
や
分
野
の
外
に
向
か
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の
裾
野
を
拡
げ
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
。
そ

れ
が
共
通
し
て
い
る
の
っ
て
面
白
い
で
す
ね
。

塚
田　

で
も
結
局
、
建
物
の
あ
る
・
な
し
と
関
係
な
く
、「
文
学
」
っ
て
何
か
、「
美
術
」
と
は
何
だ
ろ

う
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
か
ど
う
か
で
し
ょ
う
ね
。「
美
術
」
で
い
う
と
、
教
育
普
及
的
な
活
動

で
先
鋭
的
な
面
白
い
こ
と
を
や
っ
て
い
た
七
〇
年
代
末
か
ら
八
〇
年
代
の
取
り
組
み
は
、
現
代
美
術
の

文
脈
で
出
て
き
て
い
る
ん
で
す
よ
ね
。
例
え
ば
、
兵
庫
県
立
近
代
美
術
館
で
「
美
術
劇
場
」
と
い
う
展

覧
会
が
あ
り
ま
し
た
が
、
現
代
美
術
の
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
が
市
民
参
加
や
子
ど
も
に
目
を
向
け
て
、
展
覧

会
場
の
中
で
子
ど
も
が
モ
ノ
を
創
る
現
場
を
見
せ
た
ら
ど
う
な
る
か
と
い
う
よ
う
な
発
想
で
取
り
組
ん

だ
わ
け
で
す
ね
。
だ
か
ら
お
お
も
と
の
ジ
ャ
ン
ル
、「
演
劇
な
ら
演
劇
」、「
美
術
な
ら
美
術
」、
そ
れ
を

突
き
つ
め
て
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
に
動
い
て
い
く
中
か
ら
教
育
普
及
の
取
り
組
み
も
展
開
す
る
の
で
し
ょ
う

ね
。

佐
野　

そ
う
で
す
ね
。
文
学
館
で
先
日
行
わ
れ
た
子
ど
も
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
講
師
も
、「
ケ
ー
タ
イ

短
歌
」
の
生
み
の
親
と
も
い
わ
れ
る
歌
人
で
、
特
定
の
会
に
所
属
す
る
こ
と
な
く
歌
を
拡
め
て
い
こ
う

と
し
て
い
て
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
現
代
美
術
に
近
い
現
代
歌
人
と
い
う
位
置
づ
け
の
方
で
す
。
子
ど

も
が
も
の
を
創
り
だ
す
瞬
間
が
創
造
の
瞬
間
に
近
い
と
感
じ
て
、
積
極
的
に
関
わ
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。

山
本　

結
局
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
つ
い
て
突
き
詰
め
て
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
ん
で
す
よ
ね
。
そ
こ
か

ら
様
々
な
教
育
普
及
の
活
動
も
生
ま
れ
て
い
る
。
世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
の
入
口
に
、
初
代
劇

場
監
督
・
佐
藤
信
さ
ん
の
詩
が
書
か
れ
て
い
て
「
劇
場
は
広
場
」
と
い
う
書
き
出
し
で
始
ま
っ
て
い
る

ん
で
す
。
僕
は
そ
れ
を
す
ご
く
意
識
し
て
仕
事
し
て
い
ま
す
。「
広
場
」
っ
て
こ
と
は
い
ろ
ん
な
人
が
集

ま
っ
て
き
て
、
い
ろ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
る
。
じ
ゃ
あ
、
そ
の
中
で
自
分
は
ど
ん
な
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

を
や
っ
て
い
く
の
か
。
ど
う
や
っ
て
発
展
さ
せ
て
い
く
と
面
白
く
な
る
の
か
、
対
象
を
変
え
る
の
か
、

や
り
方
を
変
え
る
の
か
。
そ
ん
な
風
に
考
え
て
い
ま
す
ね
。

私
た
ち
の
考
え
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
と
は

―
パ
ッ
ケ
ー
ジ
化
さ
れ
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
立
ち
向
か
う
―

―
―　
　

世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
の
普
及
事
業
を
考
え
た
場
合
、「
劇
場
は
広
場
で
あ
る
」
と
い
う
姿
勢
も

含
め
て
、
公
共
劇
場
の
考
え
方
を
「
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
と
い
う
言
葉
に
集
約
さ
せ
て
説
明
を
し
て
い
ま
す
。
そ
こ

で
、教
育
普
及
事
業
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
昨
今
、ア
ー
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
業
界
か
ら
の
要
請
も
あ
り
、「
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
的
な
も
の
」
の
定
義
付
け
が
迫
ら
れ
て
い
る
感
覚
を
持
つ
こ
と
も
あ
る
ん
で
す
が
、
現
場
の
実
感
は
ど

う
で
す
か
？

山
本　
「
演
劇
」
の
中
で
も
演
劇
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
立
ち
位
置
っ
て
難
し
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
い

わ
ゆ
る
「
額
縁
の
中
で
上
演
さ
れ
る
演
劇
」
と
「
演
劇
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
っ
て
、
同
じ
「
演
劇
」
な
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塚
田　

言
葉
だ
け
が
変
に
拡
ま
っ
て
「
あ
あ
、
イ
ヤ
だ
」
っ
て
私
も
思
う
ん
で
す
が
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
化

さ
れ
て
ば
ら
撒
か
れ
た
も
の
は
、
せ
い
ぜ
い
一
、二
年
で
消
え
ま
す
。
一
〇
年
ぐ
ら
い
が
ん
ば
っ
て
や
る

べ
き
こ
と
を
や
っ
て
お
け
ば
、
こ
っ
ち
が
勝
つ
み
た
い
な
感
じ
で
し
ょ
う
か
（
笑
）。

学
校
教
育
と
ど
う
関
わ
る
か

―
言
葉
に
な
る
前
の
、
も
っ
と
奥
の
と
こ
ろ
へ
―

―
―　
　

世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
で
は
、
学
校
と
の
連
携
は
「
＠
ス
ク
ー
ル
事
業
」
と
い
う
括
り
の
中
、
か

な
り
の
規
模
で
展
開
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
世
田
谷
美
術
館
で
も
「
美
術
鑑
賞
教
室
」
を
中
心
に
、
学
校
と
の
取
り

組
み
を
長
期
に
わ
た
っ
て
続
け
て
い
ま
す
ね
。

山
本　

僕
は
「
世
田
谷
区
の
小
学
校
に
通
っ
て
い
た
子
ど
も
」
と
し
て
、
世
田
谷
美
術
館
に
そ
の
当
時
、

行
き
ま
し
た
よ
。
さ
す
が
に
展
示
作
品
は
ち
ゃ
ん
と
覚
え
て
な
い
け
れ
ど
。

佐
野　
「
す
ご
い
！
」、
美
術
館
体
験
は
、
き
ち
ん
と
子
ど
も
た
ち
の
中
に
残
っ
て
い
る
こ
と
が
証
明
さ

れ
ま
し
た
ね
（
笑
）。

塚
田　

安
心
し
ま
し
た
（
笑
）。
世
田
谷
区
の
場
合
は
、
小
学
校
四
年
生
と
中
学
校
一
年
生
全
員
が
美
術

館
に
行
く
、
と
い
う
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ス
タ
ー
ト
当
初
は
、
試
行
錯
誤
だ
っ
た
よ
う

で
、
問
題
が
山
積
し
た
よ
う
で
す
。
ま
ず
、
子
ど
も
た
ち
を
美
術
館
に
た
だ
送
り
込
ん
で
も
、
彼
ら
は

さ
っ
ぱ
り
見
な
い
。
当
た
り
前
で
す
け
ど
（
笑
）。
そ
れ
以
前
に
、
先
生
が
美
術
館
に
き
ち
ん
と
関
心
を

持
っ
て
や
っ
て
こ
な
い
場
合
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
社
会
見
学
の
一
環
と
し
て
来
ま
し
た
、
と
い
う
程

度
で
展
示
室
を
さ
ら
っ
と
通
過
し
て
終
わ
り
と
い
う
例
も
あ
っ
た
み
た
い
で
す
。

　

そ
こ
で
子
ど
も
た
ち
が
美
術
館
に
来
る
数
週
間
前
に
、
私
た
ち
が
あ
ら
か
じ
め
学
校
へ
行
っ
て
、
楽

し
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
や
っ
て
お
け
ば
、
美
術
館
に
来
た
時
の
と
っ
か
か
り
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と

い
う
こ
と
に
な
っ
た
ん
で
す
。
九
六
年
か
ら
、
子
ど
も
た
ち
が
観
に
来
る
展
覧
会
に
つ
い
て
の
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
、
大
学
生
の
イ
ン
タ
ー
ン
た
ち
と
一
緒
に
な
っ
て
創
っ
て
き
ま
し
た
。

　

そ
の
こ
と
で
小
学
四
年
生
、
つ
ま
り
一
〇
歳
の
子
ど
も
に
向
き
合
う
機
会
を
得
た
ん
で
す
。
彼
ら
に

専
門
的
な
レ
ク
チ
ャ
ー
を
し
て
も
聞
い
て
く
れ
な
い
の
で
、
必
然
的
に
子
ど
も
自
身
が
何
か
を
創
っ
て

み
る
造
形
活
動
の
よ
う
な
授
業
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
中
で
も
変
化
を
も
た
せ
て
、
例
え
ば

の
に
ち
ょ
っ
と
別
物
み
た
い
な
扱
わ
れ
方
を
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
な
印
象
が
あ
り
ま
す
。
で
も
僕

は
、
や
は
り
ど
っ
ち
も
「
演
劇
」
と
い
う
傘
の
中
に
入
れ
て
い
い
も
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
っ
ち

も
演
劇
だ
し
、
あ
っ
ち
も
演
劇
だ
し
っ
て
。
で
も
な
か
な
か
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
感
覚
な
の
か
な
と
い

う
自
覚
も
実
は
あ
っ
て
（
笑
）、
僕
は
最
近
、
演
劇
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
「
エ
ン
ゲ
キ
」
っ
て
カ
タ
カ
ナ

で
書
く
と
い
い
か
な
と
勝
手
に
思
っ
て
い
た
り
も
す
る
ん
で
す
け
ど
。

　

な
ん
か
難
し
い
で
す
よ
ね
。
あ
る
言
葉
が
す
で
に
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
て
、
そ
こ
に
自
分
た
ち
が

思
っ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
を
ど
う
や
っ
て
持
っ
て
い
く
か
っ
て
い
う
の
は
。
で
も
そ
う
い
う
こ
と
も
考
え

て
い
か
な
い
と
、
ジ
ャ
ン
ル
自
体
の
拡
が
り
が
な
く
な
る
と
い
う
危
機
感
も
あ
る
し
、
ま
さ
に
そ
こ
を

考
え
る
の
が
私
た
ち
の
仕
事
か
な
と
い
う
思
い
も
あ
る
の
で
、
考
え
て
し
ま
い
ま
す
よ
ね
。

塚
田　

世
田
谷
美
術
館
の
教
育
普
及
を
牽
引
し
た
高
橋
直
裕
（
教
育
普
及
課
長
）
な
ん
か
は
、
九
〇
年

代
の
半
ば
ぐ
ら
い
ま
で
で
「
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
の
を
や
め
ま
し
た
ね
。
世
の
中

で
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
と
い
う
言
葉
が
変
に
流
行
り
始
め
た
の
が
き
っ
か
け
だ
と
思
い
ま
す
。

佐
野　

外
か
ら
見
て
い
て
痛
々
し
い
ほ
ど
に
理
解
で
き
た
け
れ
ど
、「
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
と
呼
ば
ず
、

「
タ
ノ
シ
サ
・
ハ
ッ
ケ
ン
・
ク
ラ
ス
」
と
さ
れ
た
り
、
ス
ト
レ
ー
ト
だ
け
ど
「
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
よ
り

も
分
か
り
に
く
く
な
っ
た
（
笑
）。

塚
田　

分
か
り
難
さ
の
中
に
ひ
そ
む
何
か
を
、
世
の
中
は
分
か
り
難
い
ま
ま
に
し
て
お
き
た
く
な
い
か

ら
、
定
義
付
け
て
分
か
り
易
く
し
て
、
そ
れ
を
バ
ー
ッ
と
ま
き
散
ら
す
。
そ
ん
な
こ
と
は
ど
こ
で
も
あ

る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
そ
れ
が
高
橋
は
、
と
っ
て
も
嫌
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
な
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。

―
―　
　

演
劇
業
界
は
わ
り
と
今
、
同
じ
こ
と
が
起
き
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
（
笑
）。

佐
野　

文
学
館
業
界
で
は
、「
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
と
い
う
言
葉
は
旬
な
の
で
す
。
美
術
館
や
シ
ア
タ
ー

と
テ
ン
ポ
が
違
う
な
あ
（
笑
）。

山
本　

世
の
中
で
行
わ
れ
て
い
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
、
な
ん
か
僕
ら
が
思
っ
て
い
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
と
ち
ょ
っ
と
違
う
な
と
か
思
う
と
き
も
あ
る
ん
で
す
よ
。
で
も
言
葉
の
上
で
は
同
じ
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
の
範
疇
に
入
っ
て
い
る
。
そ
う
や
っ
て
名
前
が
つ
く
と
、
今
度
は
印
象
が
そ
こ
に
つ
い
て
、
そ
う
す

る
と
後
か
ら
つ
い
て
き
た
は
ず
の
印
象
に
や
っ
て
い
る
内
容
が
縛
ら
れ
て
い
く
。
そ
れ
っ
て
な
ん
か
窮

屈
だ
な
っ
て
思
っ
た
り
も
す
る
し
、
な
ん
か
拡
が
ら
な
い
よ
ね
っ
て
思
い
ま
す
よ
ね
。
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事
業
評
価
を
乗
り
切
る
た
め
に

―
質
的
評
価
を
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
に
つ
く
っ
て
い
く
―

―
―　
　

少
し
論
点
は
変
わ
り
ま
す
が
、
こ
の
低
成
長
社
会
の
も
と
芸
術
文
化
の
世
界
に
対
し
て
も
、
世
の
中
の
風

当
た
り
は
強
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
教
育
普
及
事
業
に
つ
い
て
も
「
評
価
」
を
問
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
き

ま
し
た
。
こ
の
問
題
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
？

佐
野　

文
学
館
と
美
術
館
に
つ
い
て
い
え
ば
、
改
正
博
物
館
法
の
中
に
「
運
営
の
状
況
に
関
す
る
評
価

等
」
の
実
施
に
つ
い
て
の
努
力
義
務
が
盛
り
込
ま
れ
ま
し
た
。
今
後
、
様
々
な
レ
ベ
ル
で
の
対
応
が
必

要
な
事
項
で
す
ね
。

山
本　

や
っ
ぱ
り
数
値
評
価
が
必
要
、
み
た
い
な
感
じ
で
す
か
。

塚
田　

い
ろ
ん
な
考
え
方
が
あ
る
け
ど
、
数
値
評
価
は
絶
対
駄
目
と
い
う
言
い
方
は
、
戦
略
性
が
な
い

気
が
し
ま
す
。
出
せ
る
数
は
う
ま
く
出
せ
ば
い
い
。
そ
こ
で
全
く
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
量
的
評
価
だ

け
で
な
く
、
質
的
評
価
を
き
ち
っ
と
練
り
上
げ
て
い
き
ま
し
ょ
う
っ
て
い
う
流
れ
だ
と
思
う
ん
で
す
。

　

私
の
知
っ
て
い
る
範
囲
で
は
、
評
価
の
シ
ス
テ
ム
を
う
ま
く
立
ち
上
げ
て
い
る
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
の

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
。
大
き
い
施
設
は
派
手
だ
け
ど
、
小
さ
い
と
こ
ろ
は
お
金
も
な
い
中
で
コ
ツ
コ
ツ
と
活

動
を
し
て
、
魅
力
的
な
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
低
予
算
で
創
っ
て
、
う
ま
く
配
っ
て
い
た
り
し
ま
す
。
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
参
加
者
の
満
足
度
調
査
が
求
め
ら
れ
た
時
で
も
、
ニ
コ
ニ
コ
マ
ー
ク
の
シ
ー
ル
を
子
ど
も

に
つ
け
さ
せ
れ
ば
い
い
ん
だ
な
ん
て
い
っ
て
、
う
ま
く
レ
イ
ア
ウ
ト
し
て
報
告
書
に
仕
立
て
上
げ
る
。

非
常
に
現
実
的
な
、
生
き
延
び
る
方
法
を
持
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
知
恵
は
見
習
い
た
い
で

す
。

佐
野　

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、
実
施
す
る
だ
け
で
精
一
杯
。
報
告
す
る
ま
で
は
ち
ょ
っ
と
…
…
と
な
り

が
ち
で
す
が
、
世
田
谷
美
術
館
の
よ
う
に
開
館
か
ら
現
在
ま
で
、
画
像
を
中
心
と
し
た
記
録
の
ス
ト
ッ

ク
が
膨
大
に
あ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
報
告
書
を
残
す
と
か
記
録
を
た
め
て
い
く
と
い
う
姿
勢
が
最
も
大

事
な
の
で
す
ね
。

―
―　
　

第
三
者
の
専
門
家
に
よ
る
評
価
を
、
と
い
う
言
い
方
は
、
最
近
特
に
よ
く
聞
く
話
で
す
。

塚
田　

例
え
ば
「
誰
も
い
な
い
美
術
館
で
」
で
は
、
記
録
集
を
作
る
時
に
、
美
術
館
の
外
に
い
る
方
に

巡
礼
者
が
大
勢
書
き
込
ま
れ
て
い
る
絵
を
見
せ
て
、
一
人
ひ
と
り
に
全
部
台
詞
を
つ
け
て
み
ち
ゃ
う
、

と
い
う
こ
と
を
や
っ
た
り
、
ダ
ン
ス
を
や
っ
て
い
る
学
生
さ
ん
に
「
ダ
ン
ス
か
ら
美
術
を
知
る
」
授
業

を
や
っ
て
み
た
ら
ど
う
か
と
け
し
か
け
た
り
。
身
体
表
現
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
な
か
な
か
面
白
く
て
、
学

校
じ
ゃ
な
く
美
術
館
で
、
複
製
じ
ゃ
な
く
本
当
の
作
品
が
あ
る
中
で
で
き
た
ら
い
い
な
、
と
い
う
気
持

ち
が
出
て
き
た
ん
で
す
。

山
本　

そ
れ
が
現
在
六
年
目
に
な
る
、
ダ
ン
ス
を
は
じ
め
と
し
た
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
美
術
館
の
展
示

室
で
お
こ
な
っ
て
い
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
誰
も
い
な
い
美
術
館
で
」
に
繋
が
っ
て
い
く
ん
で
す
ね
。

塚
田　

色
と
り
ど
り
の
作
品
が
あ
ふ
れ
る
展
示
室
の
ど
真
ん
中
で
、
あ
る
子
が
ひ
と
り
で
、
ぐ
る
ぐ
る

回
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
。「
わ
ぁ
万
華
鏡
に
見
え
る
」
な
ん
て
言
っ
て
。
あ
あ
、
実
に
い
い
風

景
だ
な
と
思
い
ま
し
て
（
笑
）。
そ
ん
な
場
所
を
創
り
た
か
っ
た
ん
で
す
。
静
か
に
ひ
と
り
で
妄
想
を
膨

ら
ま
せ
る
の
が
美
術
の
体
験
だ
と
い
う
感
覚
を
強
め
て
い
た
時
期
だ
っ
た
の
で
、
ひ
っ
そ
り
、
こ
っ
そ

り
、
少
人
数
で
、
ヘ
ン
テ
コ
な
子
た
ち
だ
け
で
い
い
か
ら
（
笑
）
何
か
を
や
り
た
い
と
い
う
欲
望
も
あ

っ
た
ん
で
す
。

山
本　

学
校
と
の
取
り
組
み
を
頑
張
っ
て
い
る
う
ち
に
、
そ
う
い
う
感
覚
が
溢
れ
て
き
た
っ
て
こ
と
で

す
よ
ね
。
そ
の
感
覚
を
確
か
め
る
た
め
に
、
も
う
一
度
施
設
の
中
で
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
考
え
て
い
く
と

い
う
ル
ー
ト
な
ん
で
す
ね
。
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
も
そ
う
い
う
道
を
辿
る
の
か
な
。
美
術
館
が
未
来

予
想
図
み
た
い
な
も
の
で
（
笑
）。

佐
野　

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
「
教
室
」
と
捉
え
た
ら
辛
い
で
す
よ
ね
。
例
え
ば
、
子
ど
も
た
ち
を
呼
ん
で
き

て
「
こ
れ
か
ら
小
説
講
座
を
や
り
ま
す
。
お
家
で
い
つ
も
考
え
て
い
る
こ
と
を
原
稿
用
紙
に
書
い
て
く

だ
さ
い
」
と
は
じ
め
て
、「
字
が
汚
い
で
す
」「
書
き
方
が
間
違
っ
て
い
ま
す
」
と
や
っ
た
ら
面
白
く
も

何
と
も
な
い
（
笑
）。
絵
本
を
つ
く
る
な
ら
そ
の
前
の
、
や
っ
ぱ
り
動
機
付
け
か
ら
や
り
た
い
で
す
よ
ね
。

一
緒
に
何
か
を
体
験
し
て
、
だ
か
ら
絵
本
を
書
き
た
い
・
創
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
に
な
る
。
そ
ん
な

時
に
「
か
ら
だ
」
っ
て
短
時
間
で
仲
良
く
な
れ
て
、
企
画
に
集
中
し
て
い
け
る
。
文
学
館
的
に
い
え
ば

「
言
葉
に
な
る
前
」
で
す
し
、
美
術
館
で
い
え
ば
…
…
。

塚
田　
「
目
と
作
品
が
出
あ
う
前
の
、
も
っ
と
奥
の
と
こ
ろ
」
と
い
う
感
じ
。
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プ
で
は
何
の
結
論
も
出
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
お
付
き
合
い
い
た
だ
け
る
方
は
是
非
っ
て
い
う

方
針
で
す
。

―
―　
　

世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
で
い
え
ば
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
進
行
役
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
演
劇
」
に

関
わ
る
す
べ
て
の
人
、
た
と
え
ば
俳
優
や
演
出
家
、
劇
作
家
と
い
っ
た
人
た
ち
も
、
学
校
や
地
域
と
関
わ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、「
演
劇
」
に
対
す
る
視
座
を
広
げ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
、と
い
う
予
感
は
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
が
、

ど
こ
か
の
文
化
施
設
で
あ
っ
て
も
い
い
わ
け
で
す
。

塚
田　

教
育
普
及
事
業
を
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
育
成
、
創
造
の
現
場
と
し
て
捉
え
な
お
し
て
い
く
と
い

う
こ
と
で
す
ね
。
と
て
も
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
教
育
普
及
の
仕
事
を
や
っ
て
い
て
、
忘
れ
が
ち
な
点

で
も
あ
り
ま
す
。
子
ど
も
向
け
、
あ
る
い
は
学
校
向
け
の
事
業
を
や
る
の
は
い
い
け
ど
、
そ
の
時
に
「
ク

リ
エ
イ
シ
ョ
ン
」
と
い
う
視
点
が
疎
か
に
な
る
と
し
た
ら
残
念
な
こ
と
で
す
よ
ね
。

　

美
術
館
は
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
ア
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
だ
と
い
う
意
識
を
大
切
に
し
た
い
わ
け
で
す
。
美
術

館
は
過
去
の
遺
物
を
収
め
る
箱
で
す
が
、
人
が
介
在
す
る
と
、
生
き
た
ア
ー
ト
の
セ
ン
タ
ー
に
な
り
得

る
ん
で
す
よ
。
物
は
古
び
て
い
く
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
活
か
す
人
間
が
い
る
か
ど
う
か
と
、
そ
の
場

所
を
面
白
が
っ
て
使
う
人
が
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
重
視
す
る
点
で
は
、
世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ

ー
や
世
田
谷
文
学
館
と
同
じ
発
想
な
ん
だ
と
思
う
。
少
な
く
と
も
教
育
普
及
の
現
場
に
関
わ
っ
て
い
る

人
間
と
し
て
は
。

山
本　

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
だ
っ
て
、
本
当
に
面
白
い
こ
と
を
や
る
た
め
に
や
っ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
の

結
果
、
役
に
立
つ
こ
と
は
あ
る
ん
だ
と
思
う
し
、
実
際
役
に
立
っ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
僕
ら
が
や

り
た
い
の
は
面
白
い
現
場
を
創
る
こ
と
。
そ
こ
が
ズ
レ
な
い
よ
う
に
し
な
き
ゃ
と
は
思
い
ま
す
ね
。

　

そ
う
い
う
点
で
は
、
世
田
谷
美
術
館
が
二
〇
年
、
世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
が
一
三
年
教
育
普

及
事
業
と
し
て
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
続
け
て
き
た
中
で
、
子
ど
も
と
し
て
参
加
し
て
い
た
人
が
ス
タ
ッ

フ
側
に
回
る
と
い
う
サ
イ
ク
ル
が
で
き
つ
つ
あ
る
の
は
、
本
当
に
力
強
い
。
最
終
的
に
は
、
よ
り
面
白

い
も
の
を
創
る
た
め
の
力
に
も
な
る
だ
ろ
う
し
。

佐
野　

何
よ
り
、
あ
き
ら
め
ち
ゃ
駄
目
で
す
ね
。
耐
え
て
、
耐
え
て
（
笑
）。

塚
田　

一
年
、
二
年
は
我
慢
我
慢
（
笑
）。
一
緒
に
面
白
い
こ
と
や
り
ま
し
ょ
う
ね
。
何
が
で
き
る
の
か

な
。

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
、
い
い
と
こ
ろ
も
悪
い
こ
と
も
含
め
て
書
い
て
い
た
だ
く
こ
と
は
続
け
て
い
ま

す
。
ゆ
く
ゆ
く
は
研
究
者
と
う
ま
く
組
み
た
い
と
思
っ
て
は
い
る
ん
で
す
が
。

―
―　
　

芸
術
の
専
門
家
で
は
な
く
他
の
分
野
、
た
と
え
ば
文
化
人
類
学
の
方
と
組
ん
で
研
究
し
て
み
る
、
な
ん
て

い
う
の
も
面
白
い
で
す
ね
。

塚
田　

そ
う
い
う
と
き
に
も
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
で
あ
り
た
い
で
す
よ
ね
。

山
本　

ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
じ
ゃ
な
い
と
、
や
っ
て
ら
れ
な
く
あ
り
ま
せ
ん
か
（
笑
）
？
。
単
純
な
事
務

作
業
と
し
て
記
録
を
作
っ
て
も
、
ど
ん
ど
ん
つ
ま
ら
な
く
な
り
ま
す
し
。
い
か
に
そ
う
い
う
作
業
を
楽

し
く
や
る
の
か
っ
て
こ
と
で
す
よ
ね
。

最
終
的
な
目
的
地
は

―
―　
　

最
後
に
む
ず
か
し
い
質
問
に
な
り
ま
す
が
、
文
化
施
設
の
重
要
性
が
認
知
さ
れ
つ
つ
あ
る
い
ま
、
今
後
の

教
育
普
及
事
業
が
向
か
う
先
は
ど
こ
な
の
か
、
お
聞
き
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

山
本　

塚
田
さ
ん
と
佐
野
さ
ん
の
お
話
を
伺
っ
て
い
る
と
、
世
田
谷
文
学
館
も
世
田
谷
美
術
館
も
「
演

劇
」
を
や
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
え
て
き
て
。
一
般
的
に
は
「
演
劇
」
じ
ゃ
な
い
と
思
わ
れ
る

様
な
も
の
も
僕
は
「
演
劇
」
と
認
識
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
（
笑
）、
つ
ま
り
、
一
緒
に
何
か

事
業
が
で
き
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。

　

世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
に
は
、
一
種
の
「
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
実
験
枠
」
と
し
て
「
明
日
の

た
め
に
」
と
い
う
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
進
行
役
が
実
験
す
る
場
が
あ
る
ん
で
す
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

っ
て
、
最
終
的
な
ゴ
ー
ル
を
き
れ
い
に
お
さ
め
る
傾
向
が
あ
る
で
し
ょ
（
笑
）。
で
も
実
験
だ
か
ら
そ
う

し
な
く
て
い
い
よ
っ
て
、
進
行
役
に
言
っ
て
い
る
ん
で
す
。

塚
田　

実
験
枠
を
作
っ
て
、
参
加
者
を
集
め
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
と
て
も
魅
力
的
で
す
ね
。
そ
の
発

想
は
な
か
っ
た
な
あ
。
目
的
の
は
っ
き
り
し
た
も
の
を
提
供
し
な
け
れ
ば
と
い
う
感
覚
だ
っ
た
か
ら
。

そ
う
い
う
の
も
企
画
と
し
て
成
立
し
ち
ゃ
う
ん
で
す
ね
。

山
本　

だ
か
ら
、
参
加
費
は
無
料
で
す
。
さ
す
が
に
有
料
で
は
で
き
な
い
（
笑
）。
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
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あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

二
〇
〇
九
年
一
二
月
一
〇
日
（
世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
に
て
）

塚
田
美
紀
（
つ
か
だ
・
み
き
）

世
田
谷
美
術
館　

教
育
普
及
課
学
芸
員

佐
野
晃
一
郎
（
さ
の
・
こ
う
い
ち
ろ
う
）

世
田
谷
文
学
館　

学
芸
課
主
任

山
本
大
（
や
ま
も
と
・
だ
い
）

世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー　

制
作
部
学
芸
担
当
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世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
は
二
〇
〇
九
年
度
か
ら
「
考
え
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
と
い
う
新
し
い
試
み
を
始
め
て
い
ま

す
。
期
せ
ず
し
て
、福
岡
市
文
化
芸
術
振
興
財
団（
以
下 
福
岡
）で
も
今
年
度
よ
り
、「
エ
ン
ゲ
キ
で
考
え
よ
う
！
」と
題
し
て
、

同
じ
く
「
考
え
る
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
含
む
タ
イ
ト
ル
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
始
め
ま
し
た
。
演
劇
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

の
活
動
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
両
団
体
が
、
な
ぜ
今
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
現
場
に
お
い
て
「
考
え
る
」
と
い
う
キ
ー

ワ
ー
ド
に
着
目
す
る
の
か
？　

福
岡
側
か
ら
は
進
行
役
の
古
賀
今
日
子
さ
ん
と
企
画
の
高
橋
知
美
さ
ん
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア

タ
ー
側
か
ら
は
進
行
役
の
す
ず
き
こ
ー
た
さ
ん
と
企
画
の
中
村
麻
美
に
、
今
年
度
の
試
み
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
の
現
状
に
つ
い
て
話
を
伺
い
ま
し
た
。

今
回
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
至
っ
た
き
っ
か
け
と
は

中
村　

私
た
ち
が
「
考
え
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
を
本
格
的
に
始
め
た
の
は
今
年
度
か
ら
で
す
。
た
だ

昨
年
度
に
も
「
明
日
の
た
め
に
」
と
い
う
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
（
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
手
法
な
ど
、
進
行

役
自
身
が
実
験
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
提
案
し
、
参
加
者
と
と
も
に
試
し
て
い
く
場
）
の
一
環
と
し
て
、「
考

え
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
を
や
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
際
、
あ
る
進
行
役
が
「
公
共
」
に
つ
い
て
考
え

る
と
い
う
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
指
向
し
て
い
て
、
そ
の
こ
と
が
今
回
「
公
共
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
き
っ

か
け
に
な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
い
き
な
り
「
公
共
」
と
い
う
大
上
段
に
構
え
た
命
題
に
取
り
組
む
の

も
何
な
の
で
、
進
行
役
と
相
談
し
な
が
ら
、
今
年
は
サ
ブ
・
テ
ー
マ
を
設
定
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

最
初
「
お
盆
」、
そ
の
次
に
「
結
婚
」、
そ
し
て
「
道
」
と
い
う
各
テ
ー
マ
を
設
定
し
ま
し
た
。
正
直
、

「
考
え
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
と
は
何
な
の
か
を
探
り
な
が
ら
一
年
間
や
っ
て
い
た
と
い
う
と
こ
ろ
が
本

当
の
と
こ
ろ
で
す
。「
考
え
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
こ
う
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
を
や
っ
て
い
た
と
い
う

よ
り
は
、「
考
え
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
と
は
何
ぞ
や
」
と
探
り
な
が
ら
や
っ
て
い
た
よ
う
な
印
象
で
す
ね
。

　

福
岡
で
も
演
劇
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
こ
こ
数
年
ず
っ
と
や
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
中
で
も
学
校
で
の
ワ

ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
す
ご
く
重
要
視
し
て
い
る
み
た
い
で
す
ね
。
福
岡
で
は
「
劇
場
」
と
い
う
施
設
を
持

っ
て
い
な
い
の
で
、
呼
び
こ
み
型
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
も
し
か
し
た
ら
少
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
呼

び
込
み
型
と
し
て
は
、
中
高
生
を
対
象
に
し
て
や
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、「
誰
で
も
来
て
い
い

で
す
よ
」
と
い
う
よ
う
な
形
式
で
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、
今
回
が
初
め
て
な
ん
で
す
か
？

高
橋　

演
劇
ワ
ー
ク
シ
ョ
プ
事
業
は
、「
学
校
や
地
域
で
の
演
劇
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
や
「
フ
ァ
シ
リ
テ

ー
タ
ー
養
成
」
を
柱
と
し
て
、
子
ど
も
達
自
身
が
創
造
活
動
に
参
加
で
き
る
環
境
づ
く
り
と
い
う
こ
と

が
目
的
の
事
業
で
す
。
よ
り
演
劇
で
広
い
社
会
と
多
く
の
人
々
と
つ
な
が
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
、
環
境

を
つ
く
っ
て
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
今
年
度
は
「
劇
的
っ
！
サ
マ
ー
」「
劇
的
っ
！

ウ
イ
ン
タ
ー
」
と
銘
打
っ
て
、
子
ど
も
プ
ラ
ス
そ
れ
を
と
り
ま
く
大
人
も
参
加
で
き
る
、
呼
び
こ
み
型

の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
充
実
さ
せ
ま
し
た
。
そ
の
中
の
一
つ
と
し
て
、〝
テ
ー
マ
を
エ
ン
ゲ
キ
で
考
え
る

〟
と
い
う
企
画
を
や
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
七
年
間
や
っ
て
い
る
、
演
劇
に
触
れ
て
も
ら
う
と
い
う
目

的
の
中
高
生
向
け
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
、「
家
族
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
取
材
劇
を
や
っ
た
ん
で
す
。
そ

の
時
、
ひ
と
つ
の
テ
ー
マ
を
持
ち
込
ん
で
創
作
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
中
高
生
が
「
す
ご
く
多
角
的
に

考
え
て
る
な
～
」
と
印
象
的
に
感
じ
た
の
が
、
企
画
の
き
っ
か
け
だ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
れ
と

演
劇
の
振
興
を
も
く
ろ
ん
で
い
ま
す
か
ら
、「
演
劇
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
は
と
っ
つ
か
な
い
人
で
も
、

違
う
キ
ー
ワ
ー
ド
、
テ
ー
マ
に
引
っ
か
か
る
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
こ
と
も
実
施
理
由
の

ひ
と
つ
に
あ
り
ま
し
た
。
な
の
で
、「
テ
ー
マ
を
考
え
よ
う
！
」
で
は
、
色
ん
な
人
に
と
っ
て
キ
ャ
ッ
チ

ー
な
テ
ー
マ
に
し
て
ほ
し
い
と
は
進
行
役
の
古
賀
さ
ん
に
お
願
い
し
ま
し
た
。「
結
婚
」
と
い
う
キ
ー

ワ
ー
ド
は
、
婚
活
ブ
ー
ム
で
、
福
岡
で
は
や
た
ら
と
フ
リ
ー
ペ
ー
パ
ー
で
特
集
さ
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
、

婚
活
ひ
っ
か
か
り
の
参
加
者
も
あ
る
の
か
な
と
期
待
し
た
り
し
ま
し
た
。

古
賀　
〝
婚
活
〟
を
特
集
す
る
よ
う
な
雑
誌
に
広
告
を
載
せ
た
り
し
た
ん
で
す
よ
ね
。
Ｏ
Ｌ
と
か
が
読
む

フ
リ
ー
ペ
ー
パ
ー
み
た
い
な
も
の
に
掲
載
し
た
り
し
て
。
そ
こ
か
ら
の
直
接
の
申
し
込
み
を
期
待
し
た

わ
け
で
は
な
い
ん
だ
け
ど
、
そ
う
い
う
試
み
っ
て
面
白
い
と
思
っ
て
。
場
所
も
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
や

ろ
う
と
思
っ
た
り
し
て
…
…
。

高
橋　

そ
う
で
す
ね
。
場
所
は
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
で
や
り
ま
し
た
ね
（
笑
）。

古
賀　

今
ま
で
に
は
手
の
届
か
な
か
っ
た
人
た
ち
の
と
こ
ろ
に
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
お
知
ら
せ
が
で

き
た
り
し
た
こ
と
も
、
い
つ
も
や
っ
て
い
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
と
は
違
っ
て
い
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

座
談
　
福
岡
市
文
化
芸
術
振
興
財
団
×
世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー

「
考
え
る
ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ
」を
考
え
る

高
橋
知
美
＋
古
賀
今
日
子
＋
す
ず
き
こ
ー
た
＋
中
村
麻
美
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ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
お
け
る
手
法
の
違
い
は
ど
こ
へ
向
か
う
の
か

中
村　

こ
ー
た
さ
ん
は
普
段
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で
演
劇
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
や
っ
て
い
ま
す
が
、
今
回

「
結
婚
」
に
つ
い
て
「
考
え
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
を
や
っ
て
み
て
ど
う
で
し
た
か
？

こ
ー
た　

最
初
は
ど
う
な
る
の
か
、
分
か
ら
な
か
っ
た
で
す
ね
。「
結
婚
」
と
い
う
こ
と
自
体
は
も
の
す

ご
く
個
人
的
な
話
な
の
で
、「
公
共
」
っ
て
い
う
枠
の
も
と
に
置
く
の
は
難
し
い
で
し
ょ
う
し
、
一
般
化

し
に
く
い
も
の
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
と
に
か
く
何
か
土
台
の
よ
う
な
も
の
を
作
ら
な

い
と
み
ん
な
で
話
が
で
き
な
い
と
考
え
た
ん
で
す
。
そ
こ
で
、
地
図
を
つ
く
る
、
Ｋ
Ｊ
法
み
た
い
な
こ

と
を
や
っ
て
み
ま
し
た
。

中
村　

古
賀
さ
ん
も
福
岡
で
同
じ
よ
う
に
「
結
婚
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
や
ら
れ
て

い
て
、
私
も
そ
れ
を
拝
見
し
ま
し
た
が
、
古
賀
さ
ん
は
P
E
T
A
が
よ
く
使
う
「
ド
ラ
ト
ラ
」
と
い
う

手
法
を
使
っ
て
い
ま
し
た
ね
。
そ
の
手
法
を
よ
く
使
う
ん
で
す
か
？

古
賀　

そ
う
で
す
ね
。
何
か
を
み
ん
な
で
考
え
た
い
と
い
う
時
に
は
よ
く
や
り
ま
す
ね
。「
結
婚
」
っ
て

す
ご
く
色
々
な
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
小
さ
く
ひ
と
つ
の
こ
と
に
フ
ォ
ー
カ
ス
を
当
て
た
方
が
、

様
々
な
人
の
色
々
な
意
見
が
出
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
、「
結
婚
」
は
契
約

だ
と
い
う
と
こ
ろ
に
フ
ォ
ー
カ
ス
を
あ
て
て
、
ま
ず
参
加
者
そ
れ
ぞ
れ
に
婚
姻
届
を
書
い
て
も
ら
い
ま

し
た
。
そ
れ
は
自
分
の
将
来
を
想
像
し
た
り
、
実
体
験
を
思
い
出
す
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。
そ
れ

か
ら
参
加
者
は
そ
れ
ぞ
れ
五
行
詩
を
作
成
し
ま
し
た
。
そ
の
短
い
五
行
詩
に
は
、
参
加
者
の
結
婚
観
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
生
き
方
な
ど
極
め
て
個
人
的
な
も
の
が
つ
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
グ
ル
ー
プ
作
業
に

入
る
前
に
そ
の
詩
を
み
ん
な
で
読
み
あ
っ
た
ん
で
す
。
み
ん
な
で
笑
っ
た
り
、
じ
ー
ん
と
き
て
涙
を
流

し
た
り
と
か
（
笑
）。
そ
の
時
間
が
と
て
も
有
意
義
で
し
た
。
そ
の
後
グ
ル
ー
プ
で
一
人
ひ
と
り
の
詩
を

解
体
し
再
構
成
す
る
時
に
、
他
の
人
の
話
が
、
す
～
っ
と
浸
透
し
て
く
る
よ
う
な
時
間
を
作
れ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
ー
た　

古
賀
さ
ん
が
ど
こ
ま
で
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
て
ド
ラ
ト
ラ
を
作
っ
た
の
か
詳
し
く
は
分
か
ら

な
い
け
れ
ど
、
ド
ラ
ト
ラ
と
い
う
手
法
が
独
り
歩
き
し
て
い
る
気
が
僕
は
最
近
し
て
い
る
ん
で
す
。
み

ん
な
そ
れ
ぞ
れ
に
詩
を
書
い
て
、
そ
れ
を
解
体
し
て
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
ま
と
め
て
楽
し
く
再
構
成
す
る

の
は
い
い
の
だ
け
れ
ど
、
ど
う
も
「
ま
と
め
る
」
と
い
う
作
業
を
楽
し
み
過
ぎ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
そ
ん
な
気
が
し
て
い
ま
す
。
ド
ラ
ト
ラ
の
手
法
を
使
う
時
は
、
そ
こ
に
い
る
人
た
ち
が

体
験
な
り
、
テ
ー
マ
な
り
を
ひ
と
つ
共
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
大
切
だ
と
思
う
ん
で
す
。
一
人
ひ
と

り
の
詩
の
言
葉
を
寄
せ
集
め
て
再
構
成
し
て
全
体
の
ひ
と
つ
の
詩
が
で
き
た
と
き
、
そ
こ
で
何
か
が
浮

き
上
が
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
見
て
、「
あ
あ
そ
う
か
、
こ
う
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
の
か
」
っ
て

い
う
ふ
う
に
、
自
分
た
ち
で
共
有
し
て
い
る
何
か
に
つ
い
て
改
め
て
見
つ
め
直
す
。
そ
し
て
さ
ら
に
そ

の
出
来
上
が
っ
た
詩
を
他
の
人
に
見
せ
る
。
な
ん
か
そ
の
自
分
た
ち
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
改
め
て
見
つ

め
直
す
と
い
う
部
分
が
実
は
結
構
削
ら
れ
て
し
ま
い
が
ち
の
よ
う
な
気
が
し
て
い
る
ん
で
す
。
ま
た
、

ド
ラ
ト
ラ
の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
例
え
ば
「
結
婚
」
っ
て
い
っ
た
と
き
に
い
ろ
ん
な
言
葉

が
浮
か
ん
で
く
る
と
は
思
う
ん
だ
け
ど
、
詩
を
書
こ
う
と
し
た
と
き
、
ど
う
し
て
も
言
葉
を
選
ば
な
き

ゃ
い
け
な
く
な
り
ま
す
よ
ね
。

古
賀　

沢
山
イ
メ
ー
ジ
す
る
事
を
自
覚
的
に
選
ん
で
も
ら
っ
た
か
ら
こ
そ
、
個
人
的
な
も
の
が
、
よ
り

見
え
て
き
た
と
感
じ
ま
し
た
。
結
婚
し
て
な
い
人
の
方
が
、
色
ん
な
こ
と
欲
張
っ
て
い
た
り
す
る
も
の

な
の
ね
…
…
（
笑
）。

こ
ー
た　

で
も
そ
れ
は
そ
の
通
り
で
、
ひ
と
こ
と
で
は
と
て
も
言
え
な
い
ん
で
す
よ
。「
結
婚
」
と
い
っ

た
と
き
、
そ
の
ま
わ
り
に
は
色
ん
な
言
葉
が
付
随
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
色
ん
な
も
の
を
削
ぎ
落
と
し

て
、
詩
に
落
と
し
込
ん
で
い
く
作
業
は
、
時
と
し
て
有
効
な
こ
と
も
あ
る
ん
だ
け
ど
、
そ
れ
に
よ
っ
て

こ
ぼ
れ
落
ち
て
し
ま
う
も
の
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
僕
は
、
今
回
地
図
を
つ
く
る
と
い
う
や

り
方
で
、
出
て
き
た
言
葉
を
視
覚
的
に
絵
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
ま
し
た
。
な
る
べ
く
落
と
さ
ず
に
考

え
て
い
く
手
法
は
な
い
も
の
か
な
と
い
う
こ
と
で
、
今
回
は
そ
れ
を
試
し
て
み
た
ん
で
す
。

中
村　

あ
る
集
団
で
あ
る
ひ
と
つ
の
作
品
に
ま
と
め
て
い
く
と
、
失
わ
れ
て
い
く
も
の
っ
て
い
う
か
、

こ
ぼ
れ
落
ち
て
し
ま
う
も
の
が
生
じ
て
し
ま
う
。
こ
ー
た
さ
ん
は
今
回
、
で
き
る
だ
け
こ
ぼ
れ
落
と
さ

な
い
よ
う
に
、
そ
の
手
前
で
止
め
て
み
る
こ
と
を
勇
気
を
も
っ
て
や
っ
て
い
た
よ
う
な
気
が
す
る
ん
で

す
よ
。

こ
ー
た　

よ
く
も
悪
く
も
な
ん
だ
け
ど
、
表
現
と
い
う
か
、
演
劇
に
し
よ
う
と
す
る
時
に
は
、
よ
く
見

せ
よ
う
と
か
、
面
白
く
見
せ
よ
う
と
か
、
演
劇
的
に
リ
ズ
ム
を
つ
け
よ
う
と
か
、
ど
う
し
て
も
そ
ん
な

こ
と
に
捉
わ
れ
が
ち
で
し
ょ
？　

人
間
の
欲
求
と
し
て
は
、
そ
れ
は
仕
方
が
な
い
こ
と
だ
と
は
思
う
ん

だ
け
ど
、
た
だ
じ
っ
と
黙
っ
て
い
る
こ
と
だ
っ
た
り
、「
う
ー
ん
」
っ
て
考
え
て
い
る
、
そ
の
間
（
ま
）

だ
っ
た
り
、
そ
う
い
う
こ
と
っ
て
す
ご
く
大
事
な
気
が
す
る
ん
で
す
。

Ｋ
Ｊ
法

文
化
人
類
学
者
川
喜
田
二
郎
（
東
京
工
業
大
学
名
誉
教
授
）

が
デ
ー
タ
を
ま
と
め
る
た
め
に
考
案
し
た
手
法
。

ド
ラ
ト
ラ

タ
ガ
ロ
グ
語
で
「
詩
劇
」
を
意
味
す
る
。
Ｐ
Ｅ
Ｔ
Ａ
が
劇

作
り
に
向
か
う
前
に
、
グ
ル
ー
プ
で
共
同
の
詩
を
作
り
、

劇
作
り
の
土
台
と
す
る
手
法
。

Ｐ
Ｅ
Ｔ
Ａ

（P
hilippine Educational Theater A

ssociation

）

一
九
六
七
年
に
非
営
利
の
演
劇
団
体
と
し
て
設
立
。
社
会

的
な
題
材
を
テ
ー
マ
と
し
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
の
公
演
と

と
も
に
、
地
域
に
入
っ
て
、
民
衆
の
側
に
立
ち
、
そ
こ
の

問
題
を
掘
り
起
こ
し
、
そ
れ
を
歌
や
劇
で
表
現
す
る
こ
と

を
指
導
す
る
活
動
も
行
っ
て
い
る
。
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中
村　

別
に
ド
ラ
ト
ラ
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
が
、
さ
っ
き
も
言
っ
た
よ
う
に
作
品
に
ま

と
め
る
と
か
、
何
か
最
終
的
に
作
品
に
集
約
し
て
い
く
っ
て
い
う
こ
と
を
し
て
い
く
と
、
必
ず
時
間
に

捉
ら
わ
れ
て
い
く
ん
で
す
よ
ね
。
こ
こ
ま
で
に
こ
う
し
て
お
か
な
い
と
、
こ
の
時
間
が
な
く
な
っ
て
し

ま
う
と
か
。
今
回
の
こ
ー
た
さ
ん
の
場
合
、
時
間
の
逆
算
に
捉
わ
れ
過
ぎ
て
い
な
く
て
良
か
っ
た
な
と

思
っ
て
。
そ
こ
が
い
つ
も
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
構
築
の
仕
方
と
違
う
と
こ
ろ
の
ひ
と
つ
な
ん
じ
ゃ
な

い
の
か
な
っ
て
思
い
ま
し
た
。

こ
ー
た　

進
行
し
て
い
る
と
き
、
時
間
の
こ
と
を
全
く
気
に
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
け
ど
、「
き
ち

ん
と
」
終
わ
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
思
い
に
あ
ま
り
縛
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま

す
。｢

考
え
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ｣

っ
て
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
時
間
が
終
わ
っ
て
も
、
本
当
の
意
味
で

の
終
わ
り
に
は
な
ら
な
い
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
時
間
が
終
わ
っ
た
そ
こ
か
ら
何
か
が
始
ま
り
、
そ
れ

が
続
い
て
い
く
。
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
な
が
ら
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
進
行
し
て
い
た
よ
う
な
気
が
す
る

ん
で
す
。

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
進
行
役
は
何
を
し
て
い
る
の
か
―
― 

演
劇
を
や
っ
て
い
る

古
賀　

今
回
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
や
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
は
、
小
学
校
四
年
生
の
授
業
の
ワ
ー

ク
シ
ョ
プ
で
、「
戦
争
」
に
つ
い
て
み
ん
な
で
話
し
合
っ
た
時
で
し
た
。

高
橋　

人
権
の
授
業
の
枠
で
し
た
ね
。

古
賀　
「
戦
争
に
つ
い
て
ど
う
思
う
か
？
」
と
い
う
話
で
は
、
最
初
は
ど
う
し
て
も
良
い
、
悪
い
の
議
論

に
な
っ
て
し
ま
っ
て
…
…
。
で
も
途
中
か
ら
、
戦
争
は
何
で
起
こ
る
の
か
と
か
、
戦
争
を
し
た
い
人
が

実
は
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
か
話
し
始
め
て
。「
戦
争
」
と
い
う
こ
と
を
色
ん
な
ふ
う
に
み
ん
な
で
ワ
イ

ワ
イ
話
し
た
あ
と
つ
く
っ
た
作
品
は
や
っ
ぱ
り
面
白
か
っ
た
で
す
ね
。
作
品
を
創
る
た
め
に
あ
る
テ
ー

マ
に
つ
い
て
考
え
る
作
業
っ
て
、
と
て
も
面
白
い
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
ま
し
た
。
そ

こ
が
「
エ
ン
ゲ
キ
で
考
え
よ
う
！
」
の
ス
タ
ー
ト
だ
っ
た
の
か
な
っ
て
思
っ
て
い
ま
す
。

高
橋　

確
か
に
あ
の
経
験
も
大
き
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
演
劇
作
品
を
創
作
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
劇

作
家
も
演
出
家
も
俳
優
だ
っ
て
、
色
ん
な
事
を
調
べ
た
り
、
考
え
た
り
議
論
し
な
が
ら
創
作
す
る
も
の
。

だ
か
ら
そ
う
や
っ
て
子
ど
も
達
に
話
し
合
わ
せ
る
時
間
を
意
識
的
に
創
り
ま
し
た
。

古
賀　

い
き
な
り
「
は
い
！　

演
劇
つ
く
れ
」
っ
て
言
わ
れ
て
も
、
と
て
も
で
き
る
も
の
じ
ゃ
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
の
前
に
、
私
は
こ
う
思
う
、
あ
あ
そ
う
い
う
考
え
方
も
あ
る
ん
だ
と
話
し
合
う
こ
と
が
あ
っ

て
こ
そ
、
は
じ
め
て
豊
か
な
演
劇
が
創
れ
る
。
そ
ん
な
こ
と
を
あ
の
時
あ
ら
た
め
て
考
え
て
い
ま
し
た

ね
。

高
橋　

そ
れ
に
し
て
も
あ
の
時
は
小
学
校
四
年
生
で
も
か
な
り
深
い
議
論
が
で
き
た
こ
と
を
覚
え
て
い

ま
す
。

古
賀　

み
ん
な
で
色
々
と
話
し
合
っ
て
い
る
う
ち
に
、「
戦
争
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
に
含
ま
れ
て
い
る

ド
ラ
マ
み
た
い
な
も
の
を
子
ど
も
た
ち
が
見
つ
け
始
め
た
ん
で
す
。
そ
こ
か
ら
み
ん
な
で
想
像
し
た
り
、

考
え
た
り
し
た
あ
と
に
、「
戦
争
」
っ
て
い
う
テ
ー
マ
で
、
こ
う
い
う
ル
ー
ル
で
シ
ー
ン
を
つ
く
っ
て
い

こ
う
と
提
案
し
て
劇
に
し
て
い
き
ま
し
た
。

こ
ー
た　

そ
こ
で
創
っ
た
作
品
は
誰
が
観
た
ん
で
す
か
？　

小
学
生
た
ち
だ
け
が
観
て
い
た
の
か
、
ほ

か
に
観
て
い
た
人
が
い
た
の
か
。

古
賀　

全
一
〇
回
の
最
終
回
が
授
業
参
観
に
な
っ
て
い
て
、
保
護
者
の
方
も
観
に
来
ま
し
た
。

こ
ー
た　

僕
は
作
品
を
〝
誰
に
向
か
っ
て
つ
く
る
の
か
〟
を
考
え
る
こ
と
っ
て
す
ご
く
大
切
な
ん
じ
ゃ

な
い
の
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ボ
ア
ー
ル
は
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
シ
ア
タ
ー
を
創
る
時
に
、〝
観
客
を
観
客

と
い
う
も
の
か
ら
解
放
す
る
〟
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
を
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
観
て
い
る
人
も
考

え
る
手
段
と
し
て
「
演
劇
を
使
う
」
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
僕
が
考
え
る
「
考
え
る
ワ
ー
ク
シ
ョ

ッ
プ
」
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
こ
と
に
近
い
イ
メ
ー
ジ
の
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
作
品
を

創
る
た
め
に
も
考
え
て
い
る
ん
だ
け
ど
、
そ
こ
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
演
劇
」
を

も
っ
と
も
っ
と
使
っ
て
、
実
際
に
観
る
こ
と
で
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
声
で
分
か
る
と
い
う
こ
と

も
あ
る
と
思
う
し
、
行
為
し
な
が
ら
考
え
る
こ
と
っ
て
す
ご
く
大
切
だ
と
思
う
ん
で
す
。

古
賀　
「
考
え
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
は
参
加
者
が
テ
ー
マ
を
考
え
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
観
客

が
考
え
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
も
な
り
う
る
と
は
思
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
色
々
な
可
能
性
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
自
分
が
進
行
役
の
時
は
、
私
は
一
役
者
と
し
て
、「
演
劇
」
と
い
う
も
の
を
通

ボ
ア
ー
ル
（
ア
ウ
グ
ス
ト
・
ボ
ア
ー
ル　

A
ugusto B

oal

）

一
九
三
一
年
生
ま
れ
の
ブ
ラ
ジ
ル
の
演
出
家
。「
被
抑
圧
者

の
演
劇
」
を
提
唱
し
、
社
会
変
革
の
た
め
に
演
劇
を
使
う

こ
と
を
実
践
し
た
。

フ
ォ
ー
ラ
ム
シ
ア
タ
ー

ア
ウ
グ
ス
ト
・
ボ
ア
ー
ル
が
考
案
し
た
、
演
劇
形
態
の
一

つ
。
社
会
問
題
な
ど
に
つ
い
て
取
り
扱
っ
た
劇
を
上
演
し

た
後
、
冒
頭
か
ら
劇
を
上
演
す
る
。
途
中
観
衆
が
問
題
だ

と
思
う
点
で
意
見
を
出
し
て
も
ら
い
、
劇
の
展
開
を
変
化

さ
せ
て
い
く
。
場
合
に
よ
っ
て
は
観
衆
に
俳
優
と
し
て
参

加
し
て
も
ら
う
。
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定
と
い
う
か
、
テ
ー
マ
の
社
会
性
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
ど
う
思
わ
れ
ま
す
か
？

古
賀　

社
会
的
な
も
の
と
い
う
か
、
と
に
か
く
色
々
な
世
代
の
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
ち
位
置
か
ら
一
緒

に
話
せ
る
テ
ー
マ
に
し
よ
う
と
い
う
こ
と
は
決
め
て
い
ま
し
た
。
で
も
、
実
は
一
番
は
私
が
喋
り
た
い

こ
と
に
し
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
し
た
（
笑
）。
私
が
い
ま
興
味
が
あ
っ
て
、
私
が
い
ま
知
り
た
い
、
私
が

そ
れ
を
ど
う
思
っ
て
い
る
の
か
。
そ
う
い
う
こ
と
を
話
せ
る
こ
と
が
一
番
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
い
ま

し
た
ね
。
だ
か
ら
も
し
か
す
る
と
全
然
社
会
的
な
テ
ー
マ
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
、
社
会
の

一
員
で
あ
る
私
が
、「
こ
の
こ
と
が
す
ご
く
気
に
な
る
ん
だ
け
ど
…
…
」
っ
て
い
う
切
り
口
が
あ
れ
ば
、

そ
れ
を
持
っ
て
く
る
。
で
き
れ
ば
み
ん
な
も
そ
れ
に
つ
い
て
喋
れ
る
も
の
。
そ
う
い
う
も
の
を
イ
メ
ー

ジ
し
て
テ
ー
マ
設
定
を
し
ま
し
た
。

こ
ー
た　

自
分
が
言
い
た
い
こ
と
と
か
、
気
に
な
る
こ
と
を
テ
ー
マ
に
す
る
と
い
う
の
は
ま
さ
に
そ
の

通
り
だ
と
僕
も
思
い
ま
す
。
演
劇
を
つ
く
っ
て
い
る
ん
だ
か
ら
、
自
分
の
言
い
た
い
こ
と
を
言
い
た
い

し
、
強
く
主
張
し
て
も
い
い
ん
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
で
も
進
行
役
は
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
方
向
を
ど

う
に
で
も
で
き
る
存
在
で
し
ょ
。
こ
っ
ち
の
方
向
に
進
め
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
あ
っ
ち
の
方
向
に
進

め
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
現
場
で
は
、
自
分
の
意
見
に
引
き
寄
せ
な
い
よ
う
に
し
な
が
ら
、
い
ろ
い

ろ
な
意
見
が
出
て
く
る
と
い
う
場
を
つ
く
る
の
が
理
想
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
進
行
役
が
常
に
ニ
ュ
ー

ト
ラ
ル
な
位
置
に
居
続
け
る
と
い
う
の
も
な
ん
か
お
か
し
い
こ
と
で
す
し
、
第
一
そ
ん
な
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
よ
ね
。
い
ろ
い
ろ
な
意
見
が
出
て
く
る
場
づ
く
り
を
し
つ
つ
も
、
進
行
役
自
身
も
言
い
た
い
こ

と
を
言
っ
て
い
い
と
い
う
場
を
自
然
に
つ
く
り
上
げ
て
い
く
の
っ
て
難
し
い
こ
と
で
す
よ
ね
。

　

僕
は
普
段
い
ろ
い
ろ
な
場
所
で
演
劇
活
動
を
や
っ
て
い
て
、
見
せ
る
人
が
限
ら
れ
て
い
る
中
で
作
品

づ
く
り
と
か
フ
ォ
ー
ラ
ム
シ
ア
タ
ー
を
や
る
こ
と
が
多
い
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
観
客
を
意
識
し
て

作
業
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
テ
ー
マ
と
い
う
か
、
何
を
考
え
る
か
っ
て
い
う
こ
と
に
関
し
て

も
、
意
識
的
に
選
ん
で
や
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
一
方
で
、
劇
場
で
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
や

る
と
い
っ
た
時
に
は
、
誰
で
も
参
加
し
て
い
い
で
す
よ
と
掲
げ
広
報
し
て
参
加
者
を
募
っ
て
ワ
ー
ク
シ

ョ
ッ
プ
を
や
る
。
そ
こ
の
違
い
を
す
ご
く
感
じ
て
い
て
、
劇
場
で
テ
ー
マ
を
設
定
し
て
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
を
や
る
こ
と
の
難
し
さ
を
感
じ
た
り
し
ま
す
ね
。

中
村　

あ
る
特
定
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
と
も
に
、
あ
る
テ
ー
マ
に
つ
い
て
取
り
組
ん
で
い
く
と
、
テ
ー

マ
に
対
し
て
と
て
も
深
く
突
っ
込
ん
で
い
け
る
。
だ
け
ど
、
劇
場
で
や
る
と
き
、
テ
ー
マ
に
と
に
か
く

興
味
を
持
っ
た
人
な
ら
ど
な
た
で
も
い
い
で
す
よ
と
言
っ
た
場
合
、
そ
の
テ
ー
マ
に
対
す
る
切
実
さ
と

い
う
か
、
距
離
感
と
い
っ
た
も
の
は
、
集
ま
っ
た
人
一
人
ひ
と
り
か
な
り
違
っ
て
き
ま
す
よ
ね
。
と
に

し
て
何
か
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
の
で
、「
演
劇
を
や
る
ん
だ
」
っ
て
い
う
気
持
ち
が
す
ご
く
強
い
の
か

な
？　

今
回
や
っ
た
よ
う
な
や
り
方
以
外
に
も
、
い
ろ
ん
な
や
り
方
が
あ
る
と
は
思
う
の
で
す
が
。
誰

か
に
見
せ
る
よ
う
な
演
劇
に
し
な
い
、
と
か
。
で
も
、
今
の
と
こ
ろ
私
は
「
演
劇
」
っ
て
い
う
遊
び
道

具
を
使
っ
て
や
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
誰
か
と
何
か
に
つ
い
て
考
え
る
時
、
私
に
は

や
っ
ぱ
り
「
演
劇
」
っ
て
い
う
も
の
は
必
要
不
可
欠
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
ー
た　

そ
の
こ
と
は
す
ご
く
分
か
る
。
僕
も
、
こ
う
い
う
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
進
行
役
と
い
う
も
の

に
出
会
っ
て
、
あ
あ
、
こ
う
い
う
こ
と
を
や
り
続
け
た
い
っ
て
思
い
始
め
た
時
に
、
す
ご
く
「
演
劇
」

と
い
う
も
の
に
つ
い
て
考
え
始
め
た
ん
で
す
よ
。「
演
劇
」
っ
て
ど
う
い
う
も
の
だ
ろ
う
と
か
、「
演
劇
」

っ
て
ど
ん
な
こ
と
が
で
き
る
ん
だ
ろ
う
と
か
。
そ
れ
ま
で
は
演
劇
作
品
一
つ
ひ
と
つ
を
つ
く
る
こ
と
ば

か
り
に
集
中
し
て
い
て
、
作
品
を
ど
う
面
白
く
す
る
か
と
い
う
こ
と
ば
か
り
に
焦
点
が
い
っ
て
い
た
よ

う
な
気
が
し
ま
す
。
で
も
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
出
会
っ
て
か
ら
、「
演
劇
」
と
い
う
も
の
全
体
と
い
う
か
、

「
演
劇
の
機
能
」
と
い
っ
た
も
の
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

古
賀　

作
品
を
つ
く
る
こ
と
だ
け
が
「
演
劇
」
じ
ゃ
な
い
か
も
し
れ
な
い
な
っ
て
い
う
こ
と
は
私
も
す

ご
く
思
っ
て
い
ま
す
。
演
劇
の
可
能
性
は
ま
だ
ま
だ
広
が
っ
て
い
く
だ
ろ
う
し
、
私
自
身
、
ど
ん
ど
ん

そ
の
可
能
性
を
探
っ
て
広
げ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

中
村　

今
日
の
日
本
に
お
い
て
、「
演
劇
」
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
る
と
、
社
会
的
な
問
題
に
関
わ
る
こ

と
と
、
演
劇
の
作
品
づ
く
り
に
関
わ
る
こ
と
が
別
個
の
も
の
と
し
て
語
ら
れ
が
ち
な
よ
う
な
気
が
し
て

い
ま
す
。
最
近
、
あ
る
人
か
ら
「
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ワ
ー
カ
ー
」
と
い
う
言
葉
を
聞
き
ま
し
た
。
そ
の

方
は
「
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ワ
ー
カ
ー
を
日
本
語
に
翻
訳
す
る
の
は
非
常
に
難
し
い
」
と
言
っ
て
い
ま
し

た
。
私
、
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ワ
ー
カ
ー
っ
て
い
う
言
葉
自
体
を
知
ら
な
く
っ
て
、「
そ
れ
っ
て
何
で
す

か
？
」
っ
て
聞
い
て
み
た
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
方
も
な
か
な
か
定
義
し
づ
ら
い
み
た
い
で
、
結
局
よ
く

わ
か
ら
な
く
て
（
笑
）。
で
も
、
今
回
の
「
考
え
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
で
や
っ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
、

こ
れ
か
ら
や
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
っ
て
い
う
の
は
、
ま
さ
に
「
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ワ
ー
カ
ー
」
の
仕

事
に
近
い
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
ま
し
た
。
ま
だ
と
て
も
漠
然
と
し
て
い
る
の
で
す
が
。

社
会
的
テ
ー
マ
と
ど
の
よ
う
に
距
離
感
を
も
つ
か

中
村　

今
回
は
「
結
婚
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
選
び
ま
し
た
が
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
お
け
る
テ
ー
マ
設
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今
様
々
な
側
面
か
ら
危
機
感
が
募
っ
て
い
る
日
本
社
会
に
お
い
て
、
そ
の
場
し
の
ぎ
の
楽
し
み
、
レ
ジ

ャ
ー
を
提
供
し
て
い
る
場
合
で
は
な
い
と
思
う
ん
で
す
よ
。
今
回
「
考
え
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
を
や

っ
て
い
て
、
そ
ん
な
こ
と
を
す
ご
く
思
い
ま
し
た
。

　

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
こ
と
を
真
剣
に
見
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
す
ね
。
日
本
で
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
と
い
う
活
動
が
い
ろ
い
ろ
な
か
た
ち
で
始
ま
っ
て
す
で
に
数
十
年
が
た
ち
ま
す
。
そ
の
数
十
年
の
う

ち
私
た
ち
世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
は
一
〇
年
以
上
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
活
動
を
継
続
し
て
き
た

わ
け
で
す
。
こ
の
一
〇
年
の
流
れ
の
中
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
シ
ア
タ
ー
や
Ｐ
Ｅ
Ｔ
Ａ
、
ボ

ア
ー
ル
の
影
響
を
受
け
つ
つ
、
私
た
ち
な
り
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
つ
く
っ
て
き
た
と
い
う
自
負
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
流
れ
の
中
で
、
影
響
を
与
え
た
彼
ら
か
ら
何
を
受
け
取
り
、
何
を
見
落
と
し
て
い
っ
た

か
と
い
う
こ
と
を
も
っ
と
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
最
近
痛
切
に
感
じ
ま
す
。
も
し

か
し
た
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
ら
れ
た
り
、
試
せ
た
り
で
き
る
の
が
、
こ
の
「
考
え
る
ワ
ー
ク
シ

ョ
ッ
プ
」
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
ー
た　

成
沢
富
雄
さ
ん
と
い
う
、
昔
黒
テ
ン
ト
と
い
う
劇
団
に
在
籍
し
て
い
て
、
今
現
在
は
僕
ら
の

演
劇
デ
ザ
イ
ン
ギ
ル
ド
の
理
事
長
を
し
て
い
る
人
が
い
ま
す
。
成
沢
さ
ん
は
、
七
〇
年
代
、
八
〇
年
代

に
Ｐ
Ｅ
Ｔ
Ａ
と
出
会
っ
て
、
そ
こ
か
ら
ず
っ
と
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
や
っ
て
き
て
い
る
人
で
す
が
、
そ

ん
な
彼
が
、
一
〇
年
前
く
ら
い
に
「
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
と
い
う
手
法
が
い
つ
ま
で
も
新
し
い
っ
て
言
わ

れ
て
い
る
場
合
じ
ゃ
な
い
」
っ
て
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
し
た
。

　

じ
ゃ
あ
そ
こ
か
ら
一
〇
年
経
っ
て
何
か
変
わ
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
や
っ
ぱ
り
今
で
も
ま
だ
新
し
い

と
か
、
そ
う
い
う
言
わ
れ
方
を
し
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。
一
方
で
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
と
い
う
言
葉

自
体
が
世
の
中
に
広
が
っ
て
独
り
歩
き
し
て
、
ち
ょ
っ
と
僕
ら
が
考
え
て
い
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
と
い

う
も
の
と
ず
れ
て
き
て
い
る
な
と
い
う
こ
と
も
感
じ
て
い
る
。
じ
ゃ
あ
一
体
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
？

　

僕
が
こ
こ
二
、三
年
思
っ
て
い
る
こ
と
は
、「
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
と
か
「
演
劇
」
っ
て
面
白
い
と
い

う
こ
と
を
、
体
験
し
た
こ
と
の
な
い
人
に
も
分
か
る
よ
う
に
言
語
化
し
て
い
く
必
要
が
急
務
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
劇
場
で
も
こ
う
や
っ
て
本
を
出
し
て
い
ま
す
け
ど
、
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
拡
め

て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

古
賀　

言
語
化
し
た
り
し
て
、
拡
め
て
い
く
必
要
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
興
味
の
な
い
人
に
は

話
し
た
り
、
本
だ
け
で
は
面
白
さ
が
伝
わ
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
私
は
一
俳
優
、
進
行
役
と
し

て
、「
演
劇
」
を
体
験
し
て
も
ら
う
場
が
〝
最
高
に
面
白
い
！
〟
と
思
っ
て
も
ら
え
る
場
を
つ
く
っ
て
い

く
こ
と
を
今
は
一
生
懸
命
に
や
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

か
く
集
ま
っ
て
み
な
い
と
分
か
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
ど
こ
ま
で
突
っ
込
ん
で
い

け
る
の
か
い
け
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
当
然
、
探
り
探
り
の
中
で
や
っ
て
い
く
し
か
な
い
。
そ
の

こ
と
の
難
し
さ
は
す
ご
く
あ
る
で
し
ょ
う
ね
。
で
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
あ
る
特
定
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
に
出
か
け
て
い
っ
て
、
そ
こ
で
や
る
だ
け
が
い
い
と
か
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
ん
で
す
。

Ｐ
Ｅ
Ｔ
Ａ
と
か
ボ
ア
ー
ル
の
時
代
に
や
っ
て
い
た
よ
う
な
演
劇
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
よ
う
に
、
あ
る
問

題
解
決
の
よ
う
な
こ
と
を
、
現
在
の
日
本
、
特
に
世
田
谷
で
や
る
べ
き
か
？　

と
い
う
と
、
そ
れ
は
ま

た
ち
ょ
っ
と
違
う
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
問
題
へ
の
取
り
組
み
方
、
距
離
感
の
多
様
性
を
大
事
に
し
て

い
き
た
い
。
あ
る
テ
ー
マ
、
社
会
的
問
題
に
対
し
て
、
そ
の
問
題
の
渦
中
の
人
、
当
事
者
し
か
何
も
語

れ
な
い
か
と
い
う
と
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
い
ろ
ん
な
レ
ベ
ル
、
い
ろ
ん
な
距
離
感
で
問
題
に

取
り
組
む
こ
と
の
豊
か
さ
っ
て
す
ご
く
あ
る
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
が
、

そ
う
い
う
こ
と
を
や
る
使
命
を
担
っ
て
い
る
の
が
「
公
共
劇
場
」
だ
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

　

今
回
「
公
共
」
と
い
う
大
き
な
テ
ー
マ
を
掲
げ
た
。「
公
共
」
と
い
う
言
葉
に
対
し
て
、
賛
成
も
反
対

も
、
正
し
い
か
間
違
っ
て
い
る
か
も
、
そ
ん
な
議
論
は
ま
っ
た
く
必
要
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
言
葉
は
、

け
し
て
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
で
も
な
い
。
少
し
ず
つ
、
少
し
ず
つ
耕
し
て
い
く
べ
き
キ
ー
ワ
ー
ド
だ
と
思
う
。

ま
さ
に
い
ろ
ん
な
人
た
ち
が
集
ま
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
距
離
感
を
も
っ
て
豊
か
に
し
て
い
く
べ
き
テ
ー
マ

だ
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
現
状
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら

中
村　

例
え
ば
、「
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
と
い
う
業
界
が
仮
に
あ
っ
た
と
し
た
と
き
、
何
と
な
く
で
は
あ

る
が
、
そ
の
世
界
は
い
ま
曲
が
り
角
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
来
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。

そ
れ
は
単
に
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
手
法
が
古
い
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
…
…
。
ワ
ー
ク
シ

ョ
ッ
プ
と
い
う
も
の
へ
の
社
会
の
認
識
の
ズ
レ
の
よ
う
な
も
の
が
顕
著
に
現
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
な
気
が

す
る
ん
で
す
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
非
常
に
多

種
多
様
に
な
っ
て
い
る
、
煩
雑
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
の
が
現
状
で
す
。
そ
の
中
で
、
本
来
の
目

的
意
識
が
か
す
ん
で
き
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
ん
で
す
。

　

具
体
的
な
現
象
と
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
、
演
劇
好
き
、
演
劇
愛
好
家
の
よ
う
な
人
た
ち
が
ワ
ー
ク
シ

ョ
ッ
プ
の
参
加
者
と
し
て
増
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
た
だ
楽
し
み
た
い
と
い
う
こ

と
だ
け
が
目
的
と
い
う
よ
う
な
参
加
者
。
正
直
言
っ
て
、
た
だ
楽
し
み
た
い
と
い
う
欲
求
に
対
し
て
は

閉
口
し
ま
す
ね
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
い
う
場
が
あ
っ
て
も
い
い
と
は
思
う
け
れ
ど
…
…
。
そ
う
い
う
こ

と
ば
か
り
に
応
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
も
し
く
は
応
え
て
い
る
場
合
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ナ
シ
ョ
ナ
ル
シ
ア
タ
ー
（N

ational Theatre

）

一
九
七
六
年
に
イ
ギ
リ
ス
に
誕
生
し
た
三
つ
の
劇
場
か
ら

な
る
舞
台
施
設
。
古
典
か
ら
新
作
ま
で
常
時
上
演
活
動
が

行
わ
れ
、
百
名
以
上
の
契
約
俳
優
を
抱
え
て
い
る
。
劇
場

の
人
的
資
源
を
生
か
し
な
が
ら
演
劇
づ
く
り
の
プ
ロ
セ
ス

を
伝
え
て
い
く
こ
と
を
基
本
的
姿
勢
と
す
る
「
エ
デ
ュ
ケ

ー
シ
ョ
ン
部
」
が
存
在
し
、
世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ

ー
で
は
開
館
当
初
か
ら
ス
タ
ッ
フ
を
招
い
て
ト
ー
ク
と
ワ

ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。
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比
べ
て
メ
ジ
ャ
ー
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
も
す
ご
く
影
響
を
与
え
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。

　

で
も
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
と
い
う
も
の
の
位
置
づ
け
が
変
わ
っ
て
き
た
今
日
、
そ
ん
な
現
状
に
釘
を

刺
し
て
い
く
に
は
、「
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
っ
て
こ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
ん
だ
！
」
と
い
う
よ
う
に
、
ワ
ー

ク
シ
ョ
プ
の
持
っ
て
い
る
可
能
性
を
も
っ
と
提
示
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
ん
で
す
ね
。

そ
う
い
う
時
期
に
入
っ
て
き
て
い
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
第
一
歩
が
「
考
え
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」

な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

二
〇
一
〇
年
一
月
二
五
日
（
世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
に
て
）

高
橋
知
美
（
た
か
は
し
・
と
も
み
）

財
団
法
人 

福
岡
市
文
化
芸
術
振
興
財
団　

事
業
課 

活
動
支
援
係

古
賀
今
日
子
（
こ
が
・
き
ょ
う
こ
）

俳
優
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
。
ギ
ン
ギ
ラ
太
陽
’Ｓ

中
村
麻
美
（
な
か
む
ら
・
あ
さ
み
）

世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー　

制
作
部
学
芸
係

す
ず
き
こ
ー
た

俳
優
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
。
演
劇
デ
ザ
イ
ン
ギ
ル
ド
理
事

高
橋　
「
エ
ン
ゲ
キ
で
考
え
よ
う
！
」
で
「
演
劇
」
を
面
白
が
っ
て
く
れ
る
新
し
い
人
た
ち
と
出
会
っ
て

み
て
、〝
演
劇
で
社
会
と
つ
な
が
り
た
い
〟〝
色
ん
な
人
と
演
劇
で
つ
な
が
っ
て
い
き
た
い
〟
と
改
め
て

強
く
感
じ
て
い
ま
す
。
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
、
よ
り
広
く
多
く
の
色
ん
な
世
代
の
人
た
ち
が
「
演

劇
」
と
出
会
い
、「
演
劇
」
に
取
り
組
め
る
ツ
ー
ル
に
し
て
い
き
た
い
と
も
思
っ
て
い
ま
す
。
ワ
ー
ク
シ

ョ
ッ
プ
と
い
う
場
に
来
て
さ
え
も
ら
え
れ
ば
、
古
賀
さ
ん
を
始
め
と
し
た
進
行
役
と
面
白
い
場
に
す
る

こ
と
に
は
命
が
け
で
頑
張
る
と
し
て
、
ま
ず
は
、
そ
こ
に
参
加
し
て
も
ら
う
た
め
に
、「
演
劇
」
と
色
ん

な
人
達
が
出
会
う
た
め
の
、
色
ん
な
し
か
け
だ
っ
た
り
、
仕
組
み
だ
っ
た
り
は
、
私
の
立
場
の
人
間
は

特
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
と
は
常
々
思
っ
て
い
ま
す
。

中
村　

色
ん
な
人
が
出
会
え
る
場
と
し
て
「
エ
ン
ゲ
キ
で
考
え
よ
う
！
」
が
機
能
し
て
い
る
っ
て
、
今

の
福
岡
に
と
っ
て
、
本
当
に
重
要
な
こ
と
な
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
で
も
そ
れ
っ
て
、
私
た
ち
に
と

っ
て
も
す
ご
く
重
要
な
こ
と
で
す
。
私
た
ち
の
劇
場
の
入
り
口
に
「
劇
場
は
広
場
」
っ
て
い
う
言
葉
が

レ
リ
ー
フ
に
刻
ま
れ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
で
す
か
ら
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
い
ろ
ん
な
人
に
参
加

し
て
も
ら
え
る
「
場
」
を
創
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
劇
場
の
役
割
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
「
い
ろ
ん

な
人
」
っ
て
い
う
の
が
、
今
だ
ん
だ
ん
変
わ
っ
て
き
て
し
ま
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
気
が

し
て
い
て
…
…
。
そ
の
色
ん
な
人
と
い
う
の
が
変
容
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
た
ぶ
ん
私

た
ち
は
ま
だ
き
ち
ん
と
対
応
で
き
て
い
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
が
結
構
大
き
な
問
題
の
よ
う
な
気
が
し
ま

す
。

こ
ー
た　
「
さ
あ
、
今
日
は
何
を
し
て
い
た
だ
け
る
ん
で
す
か
、
ど
う
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
ん
で
す
か
」

み
た
い
な
態
度
を
、
参
加
者
か
ら
感
じ
る
こ
と
っ
て
、
結
構
あ
る
ん
で
す
よ
。

中
村　

私
た
ち
の
活
動
は
お
客
さ
ん
の
需
要
に
対
し
て
、
楽
し
み
・
レ
ジ
ャ
ー
の
時
間
を
供
給
す
る
よ

う
な
い
わ
ゆ
る
サ
ー
ビ
ス
業
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
と
思
う
ん
で
す
。「
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
と
い
う
言
葉

の
独
り
歩
き
の
問
題
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
一
方
で
社
会
全
体
と
し
て
、
み
ん
な
が
受
け
身

と
い
う
か
、
与
え
ら
れ
て
当
た
り
前
み
た
い
な
態
度
が
強
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。「
こ
れ
だ

け
お
金
を
払
っ
た
ん
だ
か
ら
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
を
返
し
て
く
れ
な
い
と
困
る
」
っ
て
い
う
よ
う
に
、

行
政
サ
ー
ビ
ス
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
っ
て
あ
る
で
し
ょ
う
。

こ
ー
た　

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
参
加
者
に
は
、
み
ん
な
と
仲
良
く
で
き
る
か
ら
と
か
、
知
ら
な
い
人
と

出
会
え
る
か
ら
と
か
、
楽
し
い
ゲ
ー
ム
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
か
ら
と
か
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
来
る
人
も
結

構
多
く
い
る
で
し
ょ
う
。
お
そ
ら
く
、
世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
と
い
う
名
前
が
、
一
〇
年
前
と
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＜10月4日＞
①ストレッチ『「あ」「え」「お」の百面相』
②ウォーミングアップ
　（昨日の晩御飯に何を食べたかを一人ずつ紹介する。）
③自分の地図を描く
自分が所属しているコミュニティや普段通っている場所など
を、それぞれ自分の生活の中で占める大きさや位置関係で表
し、地図のようなものをつくる。出来上がった一人一人の地
図をみんなに説明する。そして、前日につくった地図と比べ
てみる。

―	休憩	―
④ゲーム『オブジェしりとり』
一人が全員でつくる輪の中心でポーズをとる。次の人は、そ
の人とかかわるかたちでポーズをとる。さらにその次の人は、
ポーズしている二人のうちどちらかを解放し、残った人に関
わるかたちで新たなポーズをとる。全員一回りしたら、、二周
目はそこに一言セリフをつけて同様に続ける。

⑤劇をつくる
前日に演劇をつくったグループで集まる。前日とはそれぞれ
別の年表をもとにして、その年表から読み取れる人物像の人
生を描く演劇をつくる。そして、それを発表して見合う。

⑥地図をつくる
⑤でつくった劇の主人公の「結婚前」「結婚後」の様子を地図
にして表す。それぞれのグループごとに、「仕事」「家族」「習
いごと」などを色紙を切ってつくり、大きさや位置関係を考
えて模造紙に配置する。そして、互いに見合う。

⑦振り返り
　参加者全員でワークショップを終了しての感想を言い合う。

＜10月3日＞
①ゲーム『何でもバスケット』
②自分の地図を描く
紙の中心に自分の家をもってきて、自分が生活の中でよく行く
ところや会う人などを円で描く。頻度や離れ具合などは、円の
距離と大きさで示す。出来上がった地図について一人ずつ説明
しながら発表。

③ブレインストーミング
「結婚」と聞いて思いつくことを黄色い付箋一枚につき一言（
「契約」「男女」「家具」「離婚」など）で書き出す。それらの付
箋を分類しながら模造紙の上に全員で配置していく。
―	休憩	―

④結婚年表をつくる
男性と女性のグループに分かれて、それぞれ別の模造紙で「結
婚年表」をつくる。模造紙の中央に「結婚」というキーワード
を配置し、その置かれた位置を境に結婚前と結婚後のスペース
をつくる。③でつくった黄色い付箋をそれぞれの模造紙に配置
していく。

⑤劇をつくる
男女混合の2グループに分かれる。それぞれ④でつくった年表
「男版」「女版」どちらかをもとにして劇をつくる。最後に、そ
の劇を発表して見合う。

　

世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
演
劇
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
一
日
限
り
の
演
劇
体
験
を
楽
し
ん
で
も
ら
う
た
め
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
子
ど

も
を
対
象
に
し
た
演
劇
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
地
域
に
つ
い
て
考
え
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
学
校
で
行
う

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
な
ど
。
さ
ま
ざ
ま
な
人
を
対
象
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で
継
続
的
に
ワ
ー
ク
シ

ョ
ッ
プ
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
も
う
そ
ろ
そ
ろ
そ
こ
か
ら
一
歩
、
も
し
く
は
二
歩
三
歩
と
踏

み
出
し
て
も
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
こ
こ
数
年
思
い
始
め
ま
し
た
。
新
し
い
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

の
可
能
性
を
探
し
て
み
よ
う
、
試
し
て
み
よ
う
と
…
…
。

　

そ
こ
で
考
え
た
の
が
、
そ
の
名
も
「
考
え
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」。

　

演
劇
作
品
を
つ
く
っ
て
発
表
す
る
の
で
も
な
く
、
技
術
を
磨
く
こ
と
を
目
的
に
す
る
の
で
も
な
く
、

た
だ
ひ
た
す
ら
あ
る
お
題
や
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
み
ん
な
で
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
「
考
え
る
場
」
を
つ

く
っ
て
み
た
い
と
考
え
た
の
で
す
。

　

た
だ
し
、
ひ
と
つ
の
ル
ー
ル
と
し
て
、
具
体
的
に
取
り
組
む
テ
ー
マ
の
手
前
に
、「
公
共
」
と
い
う
一

つ
の
大
き
な
キ
ー
ワ
ー
ド
、
入
口
を
設
定
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。「
公
共
」
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
常

に
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
個
々
の
テ
ー
マ
に
挑
み
ま
し
た
。

◎
「
お
盆
」（
二
〇
〇
九
年
八
月
三
日　

進
行
役
：
柏
木
陽
）

◎
「
結
婚
」（
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
三
日
、
四
日　

進
行
役
：
す
ず
き
こ
ー
た
）

◎
「
道
」 （
二
〇
〇
九
年
一
一
月
二
八
日
、
二
九
日　

進
行
役
：
富
永
圭
一
）

私
た
ち
は
、「
考
え
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
を
通
し
て
、
思
考
（
試
行
）
し
て
い
き
ま
す
。

「
考
え
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
と
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
編
集
部

・日時：2009 年 10 月 3 日（土）・4 日（日）　13 時 30 分～ 17 時 00 分
・場所：世田谷パブリックシアター　稽古場 B
・進行役：すずきこーた
・参加人数：6 人

「考えるワークショップ ～ 結婚 ～」　ＷＳ記録
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は
じ
め
に
─
─
ボ
ア
ー
ル
の
挑
発

昨
年
ア
ウ
グ
ス
ト
・
ボ
ア
ー
ル
と
い
う
人
が
亡
く
な
っ
た
。

そ
の
ニ
ュ
ー
ス
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
瞬
く
間
に
関
係

者
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
し
、
追
っ
て
国
際
的
な
新
聞
な
い

し
新
聞
系
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
多
く
も
彼
の
死
を
報
じ
た
の
で
、

さ
ら
に
広
い
世
界
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

一
連
の
報
道
に
は
、
し
か
し
、
気
に
な
る
点
が
あ
っ
た
。
ボ

ア
ー
ル
と
い
う
人
物
の
肩
書
き
に
ず
い
ぶ
ん
と
揺
れ
が
み
ら
れ

た
こ
と
で
あ
る
。
多
く
は
ブ
ラ
ジ
ル
の
演
出
家
あ
る
い
は
「
被

抑
圧
者
の
演
劇
」
の
創
始
者
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
ほ
か

に
も
劇
作
家
、
俳
優
、
演
劇
理
論
家
・
実
践
家
、
文
筆
家
、
活

動
家
、
教
育
家
、
政
治
家
と
い
っ
た
あ
た
り
が
使
わ
れ
て
い
た
。

そ
し
て
（
い
く
つ
か
微
妙
に
思
う
も
の
も
あ
り
つ
つ
も
）
ど
れ

も
大
間
違
い
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
の
揺
れ
が
出
た
の
だ
ろ
う
か
。
ボ
ア
ー
ル
の

活
動
領
域
が
多
方
面
に
わ
た
っ
た
か
ら
と
い
う
理
由
も
あ
る
。

が
、
し
か
し
彼
が
い
わ
ゆ
る
マ
ル
チ
な
仕
事
を
し
て
き
た
か
と

い
う
と
、
ち
が
う
だ
ろ
う
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
そ
の
道
一
筋

タ
イ
プ
の
人
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。
そ
の
道
は
「
演

劇
」
と
い
う
ほ
か
な
い
。
た
だ
、
い
わ
ゆ
る
演
劇
と
は
い
さ
さ

か
異
な
る
タ
イ
プ
の
演
劇
で
あ
っ
た
ゆ
え
、
い
わ
ゆ
る
演
劇
の

肩
書
き
一
つ
を
も
っ
て
彼
を
ト
ー
タ
ル
に
示
す
こ
と
は
む
ず
か

し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
報
道
に
み
ら
れ
た
肩
書
き
の
揺
れ
は
、

そ
の
む
ず
か
し
さ
の
あ
ら
わ
れ
で
は
な
か
っ
た
か
。

ボ
ア
ー
ル
に
ふ
さ
わ
し
い
肩
書
き
は
、
お
そ
ら
く
「
演
劇
家
」

だ
。
問
題
は
、
そ
の
よ
う
な
肩
書
き
が
世
間
に
認
知
さ
れ
て
い

な
い
と
い
う
点
な
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
し
か
し
、
本
質
的
に

は
問
題
で
は
な
い
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
ボ
ア
ー
ル
こ
そ
は
世

間
に
認
知
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
類
の
演
劇
を
、
演
劇
の
「
も
う

ひ
と
つ
の
」
可
能
性
と
し
て
示
し
続
け
、
そ
れ
を
最
終
的
に
は

世
間
─
─
い
や
、
そ
の
訃
報
の
伝
播
の
さ
ま
が
示
し
た
と
お
り

「
世
界
」
に
認
知
さ
せ
た
人
物
で
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

狭
い
意
味
で
の
い
わ
ゆ
る
芸
術
あ
る
い
は
娯
楽
と
は
原
理
を

異
に
す
る
「
も
う
ひ
と
つ
の
」
演
劇
。
人
々
が
、
世
界
の
状
況

を
押
し
頂
く
だ
け
の
「
観
客
」
か
ら
そ
れ
を
変
え
て
ゆ
く
「
俳

優
」
へ
と
変
身
す
る
た
め
の
装
置
、
そ
れ
が
彼
の
「
被
抑
圧
者

の
演
劇
」
で
あ
っ
た
。

ボ
ア
ー
ル
は
、
演
劇
の
「
も
う
ひ
と
つ
の
」
可
能
性
を
信
じ
、

そ
の
よ
う
な
演
劇
を
必
要
と
し
て
い
る
場
所
と
人
を
探
し
、
そ

の
よ
う
な
場
所
と
人
を
訪
ね
続
け
た
。
そ
の
信
条
は
、
す
な
わ

ち
「
演
劇
は
だ
れ
で
も
で
き
る
、
俳
優
で
さ
え
で
き
る
。
演
劇

は
ど
こ
で
も
で
き
る
、
劇
場
で
さ
え
で
き
る
」。
な
か
な
か
気
が

利
い
た
フ
レ
ー
ズ
だ
と
思
う
の
だ
が
、
挑
発
的
で
あ
る
と
も
言

え
る
。
俳
優
─
─
つ
ま
り
は
「
演
劇
人
」
と
「
劇
場
」
へ
の
問

い
に
な
っ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

演
劇
人
は
演
劇
人
と
し
て
、
劇
場
は
劇
場
と
し
て
、
い
わ
ゆ

る
「
演
劇
」
だ
け
を
や
っ
て
い
れ
ば
よ
い
の
か
。
挑
発
に
乗
る

と
い
う
つ
も
り
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
考
え
て
み
た
い
問
題
で

は
あ
る
。

演
劇
な
ど
あ
ま
り
や
る
気
が
な
さ
そ
う
な
子
ど
も
た
ち
と
の
演
劇

め
ん
ど
く
さ
い
。
あ
る
い
は
、
不
安
そ
う
で
あ
る
。
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
の
開
始
時
に
、
ほ
っ
と
ス
ク
ー
ル
の
生
徒
た
ち
の
カ

ラ
ダ
か
ら
放
た
れ
て
い
た
サ
イ
ン
は
も
っ
ぱ
ら
「
め
ん
ど
く
さ

い
」
と
「
不
安
」
に
大
別
で
き
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

ほ
っ
と
ス
ク
ー
ル
と
は
、
心
理
的
理
由
に
よ
り
不
登
校
状
態

に
あ
る
児
童
・
生
徒
を
対
象
と
し
た
世
田
谷
区
の
施
設
で
あ
り
、

区
内
に
二
つ
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
、
ほ
っ
と
ス
ク
ー
ル

「
尾
山
台
」
へ
の
、
世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
の
チ
ー
ム
に

よ
る
訪
問
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
初
回
( i )
。
施
設
の
中
心
で
あ
る

開
放
的
な
プ
レ
イ
ル
ー
ム
に
、
子
ど
も
が
十
人
ほ
ど
。
み
ん
な

中
学
生
で
、
男
女
比
は
半
々
。
そ
し
て
「
め
ん
ど
く
さ
い
」
と

「
不
安
」
も
だ
い
た
い
半
々
。
総
じ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
や
る
気
」

の
よ
う
な
も
の
は
感
じ
ら
れ
な
い
。

そ
も
そ
も
何
を
や
る
（
や
ら
さ
れ
る
？
）
と
思
っ
て
い
る
の

だ
ろ
う
。
円
に
な
っ
て
座
っ
て
い
る
の
で
一
人
ひ
と
り
の
顔
は

見
え
る
も
の
の
、
ア
タ
マ
の
中
は
う
か
が
い
知
れ
な
い
。

子
ど
も
た
ち
も
、
い
ち
お
う
「
演
劇
」
を
や
る
と
い
う
こ
と

ぐ
ら
い
は
聞
か
さ
れ
て
い
た
は
ず
だ
。
し
か
し
演
劇
と
い
っ
て

も
「
ど
の
よ
う
な
」
も
の
か
、
ま
た
具
体
的
に
「
ど
の
よ
う
な
」

こ
と
を
や
る
か
ま
で
は
、
お
そ
ら
く
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
。
と

す
れ
ば
、
や
り
た
さ
も
持
ち
よ
う
が
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
ち
ら
も
ま
ず
は
説
明
を
す
る
つ
も
り
で
あ

る
。わ

れ
わ
れ
の
や
ろ
う
と
し
て
い
る
の
は
「
ど
の
よ
う
な
」
演

劇
な
の
か
。
ま
ず
、
演
劇
と
い
っ
て
も
「
い
わ
ゆ
る
演
劇
」
で

は
な
い
こ
と
。「
い
わ
ゆ
る
演
劇
」
の
よ
う
な
台
本
な
ど
使
わ
な

い
こ
と
。「
い
わ
ゆ
る
演
劇
」
の
よ
う
な
役
に
な
り
き
っ
て
も
ら

う
よ
う
な
こ
と
も
し
な
い
こ
と
。「
い
わ
ゆ
る
演
劇
」
の
よ
う
に

（
？
）
無
理
に
や
っ
て
も
ら
わ
な
く
て
も
い
い
こ
と
。
な
ど
な
ど
、

と
も
か
く
「
い
わ
ゆ
る
演
劇
」
で
は
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
た

感
じ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
演
劇
「
で
は
な
い
」
こ
と
の
説
明

は
、
し
か
し
、
子
ど
も
た
ち
に
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
説
明
と
は
い
っ
て
も
、
こ
れ
か
ら
や
る
こ

と
に
つ
い
て
の
積
極
的
な
明
示
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
わ
た
し

た
ち
は
、
わ
た
し
た
ち
の
や
ろ
う
と
し
て
い
る
演
劇
が
、
ど
う

い
う
も
の
「
で
は
な
い
」
か
と
い
う
消
極
的
な
語
り
方
し
か
し

て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
ど
う
い
う
も
の
「
で
あ
る
」
か
は
示

し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
何
よ
り
、
具
体
的
に
「
何
を

や
る
」
か
は
、
ま
っ
た
く
語
っ
て
い
な
い
。

も
と
よ
り
、
何
を
や
る
か
は
決
ま
っ
て
い
な
い
と
い
う
事
情

も
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
ノ
ー
プ
ラ
ン
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
全

体
的
な
運
び
は
考
え
て
あ
る
し
、
や
る
こ
と
の
候
補
も
決
め
て

あ
る
。
が
、
そ
の
展
開
は
オ
ー
プ
ン
に
し
て
あ
る
、
と
い
う
こ

と
だ
。

今
回
は
初
回
で
あ
る
し
、
子
ど
も
た
ち
の
様
子
を
見
な
が
ら

す
す
め
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
様
子
は
と
い
う
と
「
め
ん
ど
く

さ
い
」
と
「
不
安
」
が
入
り
交
じ
っ
た
微
妙
な
状
態
。
こ
の
微

妙
さ
は
何
だ
ろ
う
。

人
は
な
ぜ
演
劇
を
嫌
い
に
な
る
の
か

ピ
ー
タ
ー
・
ラ
イ
ト
と
い
う
人
が
、
人
が
演
劇
─
─
実
質
的

に
は
「
演
技
」
を
や
る
（
や
ら
さ
れ
る
）
際
に
も
ち
が
ち
な
不

安
に
つ
い
て
の
研
究
を
し
て
い
る
( ii)
。
そ
の
よ
う
な
「
演
劇
不

安
」
の
、
心
理
お
よ
び
身
体
へ
の
あ
ら
わ
れ
か
た
と
、
そ
の
要

因
を
分
析
し
て
い
る
の
だ
が
、
要
因
の
筆
頭
に
あ
げ
ら
れ
て
い

る
の
は
「
何
を
や
ら
さ
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
」
こ
と
か
ら
来
る

不
安
と
い
う
も
の
だ
。
や
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
な
い
に
も
か

論
考ワ

ー
ク
シ
ョッ
プ
と
い
う
名
の
小
さ
な
シ
ア
タ
ー　
　
熊
谷
保
宏
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イ
プ
だ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
演
劇
の
経
験
は
多
い
ほ
う
だ
ろ
う
か

少
な
い
ほ
う
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
好
き
な
ほ
う
だ
ろ
う
か
嫌

い
な
ほ
う
だ
ろ
う
か
。

た
ず
ね
て
み
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
た
し
か
な
こ
と
は
言
え

な
い
。
そ
れ
で
も
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
経
験
は
多
く
な
く
、

ま
た
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
演
劇
を
す
る
こ
と
を
好
ん
で
は
い
な

い
子
ど
も
た
ち
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

さ
ら
に
「
何
を
や
ら
さ
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
」
の
だ
と
す
れ
ば
、

不
安
で
あ
っ
て
も
不
思
議
は
な
い
だ
ろ
う
。
実
際
の
と
こ
ろ
、

こ
れ
ほ
ど
の
強
さ
の
抵
抗
感
な
い
し
不
安
感
を
感
じ
る
現
場
も

そ
う
な
い
の
だ
。

自
己
◯
◯
の
不
自
由
、
味
方
と
し
て
の
テ
キ
ト
ー

い
ず
れ
に
せ
よ
、
す
ぐ
に
「
演
劇
」
を
始
め
ら
れ
る
よ
う
な

感
じ
で
は
な
い
。

や
る
こ
と
の
説
明
（
？
）
に
引
き
続
き
、
み
な
さ
ん
一
人
一

人
の
こ
と
を
少
し
ば
か
り
知
っ
て
お
き
た
い
旨
を
伝
え
る
。「
い

わ
ゆ
る
自
己
紹
介
と
い
う
感
じ
じ
ゃ
な
く
て
い
い
ん
で
」（
ま
た

し
て
も
消
極
的
な
説
明
だ
）「
名
前
と
、
何
か
ひ
と
こ
と
」。

名
前
は
、
べ
つ
に
本
名
の
フ
ル
ネ
ー
ム
で
な
く
て
も
よ
い
。

い
わ
ゆ
る
渾
名
や
ス
ク
ー
ル
で
の
通
称
で
か
ま
わ
な
い
し
、
そ

の
場
で
の
思
い
つ
き
で
も
い
い
。
ひ
と
こ
と
は
、
趣
味
や
好
き

な
も
の
・
こ
と
、
さ
い
き
ん
ハ
マ
っ
て
い
る
、
気
に
な
っ
て
い

る
も
の
・
こ
と
、
な
ど
な
ど
、
何
で
も
い
い
。
立
た
な
く
て
い

い
。
座
っ
た
ま
ま
で
い
い
。

い
わ
ゆ
る
自
己
紹
介
の
よ
う
に
堅
苦
し
い
感
じ
で
や
ら
な
く

て
も
い
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
が
、
そ
も
そ
も
場
の
空
気
じ
た

い
が
ま
だ
堅
苦
し
い
…
…
と
す
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
か
ら
始
め

る
ほ
か
は
な
い
。

「
ト
ミ
ナ
ガ
と
い
い
ま
す
。
呼
び
方
は
ト
ミ
さ
ん
で
も
ト
ミ
ー

か
わ
ら
ず
、
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
れ

は
不
安
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
よ
う
な
不
安
か
ら
「
や
り
た
く
な

い
」
と
い
う
気
持
ち
が
生
じ
る
の
は
無
理
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ

う
。ラ

イ
ト
に
よ
る
「
演
劇
不
安
」
の
研
究
は
た
い
へ
ん
興
味
深

い
の
だ
が
（
本
人
も
み
と
め
る
と
お
り
）
限
界
も
あ
る
。
つ
ま

り
、
彼
が
扱
っ
た
の
は
現
場
の
状
況
が
も
た
ら
す
、
い
わ
ば
状

況
的
な
不
安
の
み
で
、
個
人
的
な
性
向
に
か
か
わ
る
、
特
性
的

な
そ
れ
に
つ
い
て
は
分
析
の
対
象
か
ら
外
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。状

況
が
お
な
じ
で
も
不
安
の
感
じ
か
た
、
あ
ら
わ
れ
か
た
は

個
人
に
よ
っ
て
異
な
る
。
そ
の
よ
う
な
異
な
り
は
、
個
々
の
成

長
過
程
に
お
け
る
経
験
や
演
劇
と
の
出
会
い
か
た
に
よ
っ
て
、

つ
く
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
状
況
に
か
か
わ
ら
ず
、
あ

る
種
の
人
は
不
安
な
く
演
技
す
る
こ
と
が
で
き
、
あ
る
種
の
人

は
強
い
不
安
を
も
つ
。
こ
れ
ら
が
特
性
的
な
不
安
で
あ
る
。

な
ら
ば
こ
の
よ
う
な
特
性
は
ど
の
よ
う
に
つ
く
ら
れ
る
の
か
。

わ
た
し
た
ち
が
日
本
の
若
者
を
対
象
に
お
こ
な
っ
た
調
査
で
得

ら
れ
た
仮
説
を
、
ご
く
単
純
化
し
て
い
う
と
、
次
の
よ
う
に
な

る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
種
の
人
は
演
劇
す
る
こ
と
を
好
み
、
ま

た
あ
る
種
の
人
は
嫌
う
が
、
そ
の
違
い
は
も
っ
ぱ
ら
経
験
の
量

に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。
経
験
が
多
い
人
ほ
ど
演
劇
す
る
こ

と
を
好
ん
で
お
り
、
少
な
い
人
ほ
ど
嫌
っ
て
い
る
傾
向
が
あ
る

よ
う
だ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
( iii)
。

も
ち
ろ
ん
両
者
は
ニ
ワ
ト
リ
と
タ
マ
ゴ
的
な
関
係
と
も
考
え

ら
れ
る
。
そ
れ
で
も
、
片
や
一
つ
の
経
験
が
次
へ
の
動
機
と
な

り
、
そ
れ
が
ま
た
経
験
を
生
み
…
…
と
、
正
の
連
鎖
が
続
き
、

片
や
経
験
の
無
さ
ゆ
え
次
の
動
機
へ
と
つ
な
が
ら
ず
…
…
と
い

う
負
の
連
鎖
が
重
ね
ら
れ
る
。
結
果
は
、
演
劇
す
る
こ
と
を
好

む
人
と
嫌
う
人
は
そ
れ
ぞ
れ
層
を
つ
く
り
、
両
者
の
差
は
固
定

的
に
拡
大
し
て
ゆ
く
わ
け
だ
。

さ
て
、
ほ
っ
と
ス
ク
ー
ル
の
子
ど
も
た
ち
は
、
ど
ち
ら
の
タ

で
も
い
い
し
、
オ
イ
だ
っ
て
い
い
で
す
。
ハ
マ
っ
て
い
る
の
は
、

激
安
で
そ
こ
そ
こ
美
味
い
ワ
イ
ン
探
し
で
す
…
…
」

ポ
イ
ン
ト
は
、
言
い
た
く
な
い
こ
と
は
言
わ
な
く
て
い
い
と

い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
自
己
紹

介
」
と
は
異
な
る
。
も
ち
ろ
ん
自
己
紹
介
だ
っ
て
、
言
い
た
く

な
い
こ
と
は
言
わ
な
く
て
も
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
実

に
は
言
う
べ
き
こ
と
を
指
定
さ
れ
る
場
合
も
多
い
し
、
形
式
的

さ
ら
に
は
強
制
・
強
迫
的
な
場
合
も
あ
る
。

ど
う
い
う
わ
け
か
「
自
己
◯
◯
」
の
類
は
強
迫
的
な
意
味
合

い
を
含
ん
だ
も
の
が
多
い
。
自
己
責
任
、
自
己
批
判
、
自
己
啓

発
、
自
己
表
現
、
自
己
実
現
。
現
代
社
会
は
、
個
人
に
、
あ
る

強
迫
性
を
も
っ
て
こ
れ
ら
を
「
も
と
め
て
」
い
る
よ
う
に
思
え

る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
あ
り
よ
う
は
、
本
来
的
に
は
人
そ
れ

ぞ
れ
で
あ
っ
て
い
い
は
ず
な
の
に
、
実
際
は
た
ぶ
ん
に
規
範
的

で
あ
っ
た
り
す
る
。
そ
の
証
拠
に
（
？
）
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、

た
と
え
ば
「
テ
キ
ト
ー
」
を
ゆ
る
さ
な
い
。「
自
己
◯
◯
」
は
テ

キ
ト
ー
に
な
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
わ
た

し
た
ち
の
場
に
お
い
て
、
強
迫
的
で
規
範
的
つ
ま
り
は
不
自
由

な
る
要
素
は
、
ま
ち
が
い
な
く
遠
ざ
け
た
い
何
か
な
の
だ
。
そ

の
天
敵
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
テ
キ
ト
ー
は
む
し
ろ
味
方

で
あ
る
。

そ
う
、
わ
た
し
た
ち
は
、
わ
た
し
た
ち
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

が
具
体
的
に
「
何
を
」
や
る
か
十
分
に
は
説
明
し
て
い
な
い
し
、

説
明
し
き
れ
な
い
部
分
も
あ
る
の
だ
が
、
何
か
を
、
な
る
べ
く

自
由
に
や
っ
て
み
る
場
で
あ
り
た
い
と
は
願
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
た
だ
「
自
由
」
は
そ
う
簡
単
で
は
な
い
の
で
、
少
し
ず
つ

で
か
ま
わ
な
い
。
そ
れ
こ
そ
テ
キ
ト
ー
で
も
い
い
ん
で
、
と
り

あ
え
ず
は
「
ひ
と
こ
と
」
言
っ
て
も
ら
え
た
ら
。

「
好
き
な
の
は
マ
ン
ガ
で
す
。」「
さ
い
き
ん
良
か
っ
た
の
は
？
」

「
あ
、
や
っ
ぱ
ゲ
ー
ム
か
も
…
…
。」「
ど
っ
ち
な
ん
だ
よ
（
笑
）」

「
ハ
マ
っ
て
る
の
は
、
オ
ジ
サ
ン
か
な
あ
。」「
え
、
ど
う
い
う

こ
と
？
」「
キ
ー
ス
・
リ
チ
ャ
ー
ズ
と
か
」「
そ
れ
ジ
イ
サ
ン
じ

ゃ
？　

て
か
キ
ミ
何
歳
？
！
」

ほ
ん
の
（
テ
キ
ト
ー
な
？
）「
ひ
と
こ
と
」
た
ち
が
意
外
と
場

の
空
気
を
動
か
し
て
く
れ
る
。
そ
ろ
そ
ろ
カ
ラ
ダ
も
動
か
せ
る

だ
ろ
う
か
？

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
進
行
の
専
門
性
、

あ
る
い
は
「
外
身
の
自
由
」
に
つ
い
て

初
め
彼
ら
彼
女
ら
の
カ
ラ
ダ
が
発
し
て
い
た
「
や
る
気
」
の

な
さ
は
、
消
極
的
な
か
た
ち
で
の
抵
抗
感
の
表
明
で
あ
っ
た
と

も
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
広
い
意
味
で
の
抵
抗
感
は
、
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
の
始
ま
り
に
お
い
て
は
多
か
れ
少
な
か
れ
存
在
す

る
も
の
だ
。
わ
た
し
た
ち
は
ふ
だ
ん
、
そ
の
種
の
抵
抗
に
ど
の

よ
う
に
対
応
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

い
わ
ゆ
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
お
い
て
は
、
前
置
き
も
そ
こ

そ
こ
に
、
カ
ラ
ダ
を
動
か
し
始
め
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。
初

め
は
不
安
そ
う
だ
っ
た
り
、
や
る
気
が
な
さ
そ
う
で
あ
っ
た
子

ど
も
た
ち
も
、
ゲ
ー
ム
な
ど
を
通
じ
カ
ラ
ダ
を
動
か
し
て
ゆ
く

と
、
み
る
み
る
様
子
は
変
わ
っ
て
く
る
。
抵
抗
感
は
お
お
む
ね

後
退
あ
る
い
は
消
失
す
る
（
よ
う
に
見
え
る
）。
と
、
ア
イ
ス
ブ

レ
イ
ク
は
完
了
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
と
も
か
く
カ
ラ
ダ
に
働
き
か
け
る
わ
け
だ
。
わ
た

し
た
ち
は
そ
の
た
め
の
「
専
門
的
な
」
ノ
ウ
ハ
ウ
を
持
っ
て
い

る
。
あ
る
て
い
ど
の
抵
抗
感
は
、
ノ
ウ
ハ
ウ
を
駆
使
し
た
カ
ラ

ダ
へ
の
働
き
か
け
に
よ
り
、
消
し
去
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ら

ば
、
抵
抗
が
と
く
に
「
強
い
」
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
。
論
理
的

に
は
「
強
め
の
」
働
き
か
け
を
も
っ
て
す
る
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
わ
た
し
た
ち
の
「
専
門
性
」
に
お
い
て
は
、
そ
う
な
る
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り
や
不
安
は
、
ま
さ
に
「
外
身
の
自
由
」
を
守
る
た
め
の
サ
イ

ン
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

マ
ジ
ッ
ク
ワ
ー
ド
「
と
り
あ
え
ず
、
や
っ
て
・
み
る
」

一
人
ひ
と
り
の
発
言
を
い
ち
い
ち
拾
い
、
し
ば
し
ば
脇
道
に

も
そ
れ
て
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
全
員
の
話
を
聞
き
終
え
る
頃
に

は
開
始
か
ら
四
〇
分
が
経
過
し
て
い
る
。
予
定
時
間
の
も
は
や

半
分
に
近
い
。
座
り
っ
ぱ
な
し
に
も
疲
れ
て
き
た
タ
イ
ミ
ン
グ

で
「
じ
ゃ
あ
立
っ
て
み
ま
し
ょ
う
か
」。
意
外
と
み
ん
な
ス
ッ
と

腰
を
あ
げ
て
は
く
れ
た
。

フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
は
変
わ
ら
ず
円
の
ま
ま
、
か
ん
た
ん
な
、

拍
手
を
ま
わ
す
ゲ
ー
ム
か
ら
。
右
隣
の
人
か
ら
受
け
取
っ
た
拍

手
を
左
の
人
に
送
る
。
ポ
イ
ン
ト
は
、
し
っ
か
り
受
け
取
り
、

送
る
こ
と
。
動
作
は
単
純
な
も
の
の
、
て
い
ね
い
に
、
言
い
換

え
る
と
楽
し
く
や
る
と
な
る
と
、
そ
れ
な
り
に
難
し
く
も
あ
る
。

相
手
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
大
事
な
ゲ
ー
ム
で
あ
る
。

そ
ん
な
ゲ
ー
ム
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
い
く
つ
か
。

こ
れ
は
、
ゲ
ー
ム
と
し
て
は
地
味
な
も
の
で
あ
る
。
瞬
間
的

あ
る
い
は
部
分
的
に
盛
り
上
が
る
こ
と
も
あ
っ
た
も
の
の
、
ど

ち
ら
か
と
い
う
と
淡
々
と
進
ん
で
ゆ
く
。
盛
り
上
が
る
た
め
の

ゲ
ー
ム
と
い
う
よ
り
「
と
り
あ
え
ず
」
み
ん
な
で
何
か
を
や
っ

て
み
る
練
習
の
よ
う
な
も
の
だ
。
そ
し
て
、
繰
り
返
し
て
ゆ
く

と
「
と
り
あ
え
ず
」
み
ん
な
で
も
け
っ
こ
う
で
き
る
よ
う
に
な

っ
て
く
る
。

次
の
ゲ
ー
ム
（
に
し
て
最
後
の
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
）。
一
人
が

あ
る
ポ
ー
ズ
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
も
う
一
人
が
ポ
ー
ズ
を

も
っ
て
加
わ
る
こ
と
に
よ
り
、
新
た
な
イ
メ
ー
ジ
を
つ
く
る
。

「
コ
ン
プ
リ
ー
ト
・
ザ
・
イ
メ
ー
ジ
」
と
い
う
ボ
ア
ー
ル
の
ゲ
ー

ム
だ
。

な
る
べ
く
ア
タ
マ
を
使
わ
ず
、
直
感
で
。
意
味
が
わ
か
ら
な

い
イ
メ
ー
ジ
で
も
ま
っ
た
く
問
題
は
な
い
の
で
「
と
り
あ
え
ず
、

の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
も
思
う
。
抵
抗
は
取

り
除
け
ば
、
強
い
抵
抗
は
強
く
取
り
除
け
ば
、
そ
れ
だ
け
で
よ

い
の
だ
ろ
う
か
。

そ
う
で
は
な
く
、
ま
ず
は
抵
抗
を
み
と
め
る
こ
と
。
抵
抗
を

取
り
除
こ
う
と
す
る
ま
え
に
、
そ
の
強
さ
、
深
さ
を
た
し
か
め

よ
う
と
し
て
み
る
こ
と
。
そ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
も
あ
る
の

で
は
な
い
か
─
─
と
言
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
ど
う
可

能
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
し
、
わ
た
し
た
ち
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
が
そ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
く
に
意
識
し
た
、
と
い
う

こ
と
で
も
な
い
。
た
だ
、
わ
た
し
た
ち
の
専
門
性
は
こ
れ
ま
で
、

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
と
い
う
も
の
を
わ
り
と
単
純
な
モ
デ
ル
に
還

元
し
、
そ
の
「
成
立
」
の
た
め
に
有
効
な
ノ
ウ
ハ
ウ
の
蓄
積
ば

か
り
お
こ
な
っ
て
き
た
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

ほ
っ
と
ス
ク
ー
ル
の
子
ど
も
た
ち
の
抵
抗
感
は
、
場
の
状
況

だ
け
が
も
た
ら
し
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
個
々
に
お
け
る
演

劇
と
の
出
会
い
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
他
も
ろ
も
ろ
の
人
生
経
験

と
も
無
関
係
で
は
な
い
、
い
わ
ば
歴
史
的
な
も
の
だ
。
と
す
れ

ば
、
そ
の
抵
抗
感
へ
の
関
わ
り
か
た
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
よ
う

に
思
う
。
と
り
わ
け
わ
た
し
た
ち
の
「
専
門
性
」
は
、
そ
こ
へ

の
有
効
な
干
渉
、
さ
ら
に
い
う
と
「
操
作
」
を
よ
く
す
る
だ
け

に
、
注
意
が
必
要
な
の
だ
と
。
内
心
の
自
由
と
同
様
に
、
何
人

に
も
侵
さ
れ
ざ
る
べ
き
、
い
わ
ば
「
外
身
」
の
そ
れ
も
あ
る
の

で
は
な
い
か
。

と
り
わ
け
今
回
わ
た
し
た
ち
が
出
会
っ
て
い
る
カ
ラ
ダ
た
ち

は
、
未
成
熟
な
そ
れ
だ
。
そ
し
て
ま
た
、
未
成
熟
で
あ
る
が
ゆ

え
に
意
識
さ
れ
た
立
ち
姿
が
あ
り
、
面
構
え
が
あ
り
、
ま
な
ざ

し
が
あ
る
。
ま
た
そ
の
ヘ
ア
ス
タ
イ
ル
や
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
も
あ

る
（
み
ん
な
オ
シ
ャ
レ
だ
）。
こ
れ
ら
は
意
識
さ
れ
、
研
究
さ
れ
、

形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
過
渡
的
で
、
ナ
イ
ー
ブ
な
カ
ラ
ダ
な
の
だ
。

こ
ち
ら
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
都
合
だ
け
で
い
た
ず
ら
に
操
作

さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
彼
ら
彼
女
ら
の
示
す
め
ん
ど
く
さ
が

や
っ
て
み
よ
う
」。

と
り
あ
え
ず
サ
ン
プ
ル
的
に
こ
っ
ち
で
や
っ
て
み
た
う
え
で
、

子
ど
も
た
ち
に
も
や
っ
て
も
ら
う
。
誰
で
も
、
や
れ
る
こ
と
は

や
れ
る
が
、
実
は
こ
の
ゲ
ー
ム
は
出
来
、
不
出
来
が
わ
り
と
ハ

ッ
キ
リ
出
る
。
完
成
度
の
高
い
、
あ
る
い
は
気
の
き
い
た
イ
メ

ー
ジ
と
そ
う
で
な
い
イ
メ
ー
ジ
の
落
差
は
、
わ
り
と
大
き
い
の

で
あ
る
。
そ
の
差
は
子
ど
も
た
ち
に
も
わ
か
る
も
の
で
あ
っ
て
、

完
成
度
が
高
か
っ
た
り
気
の
利
い
た
イ
メ
ー
ジ
が
で
き
る
と
、

わ
り
と
ハ
ッ
キ
リ
肯
定
的
な
評
価
が
示
さ
れ
る
。
拍
手
も
出
る
。

な
ら
ば
、
あ
き
ら
か
に
完
成
度
が
低
か
っ
た
り
気
が
利
か
な

い
、
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
意
味
が
わ
か
ら
な
い
類
の
イ
メ
ー
ジ

が
出
て
し
ま
っ
た
場
合
は
ど
う
な
る
か
。
み
な
さ
ん
や
さ
し
く

や
り
す
ご
し
て
あ
げ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
ス
ル
ー
」
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
何
と
も
自
然
で
「
ま
る
で
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
な
い

か
！
」
と
思
っ
た
次
第
で
あ
る
。

わ
た
し
た
ち
は
も
ち
ろ
ん
、
も
う
す
こ
し
気
を
つ
か
う
。
あ

き
ら
か
に
ダ
メ
な
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
も
、
ど
こ
か
し
ら
工
夫

の
あ
と
を
見
つ
け
、
拾
っ
て
あ
げ
る
。
あ
る
い
は
突
っ
込
ん
で

あ
げ
た
う
え
、
と
も
か
く
「
や
っ
て
み
て
」
を
繰
り
返
し
て
ゆ

く
。や

っ
て
み
る
こ
と
。
こ
れ
は
実
に
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
核
心

な
の
だ
と
思
う
。
や
り
な
れ
た
こ
と
を
、
た
だ
「
や
る
」
の
で

は
な
い
。
ま
だ
や
っ
た
こ
と
も
な
い
よ
う
な
こ
と
を
、
さ
ま
ざ

ま
に
「
や
っ
て
・
み
る
」。
と
、
ど
う
か
。
何
が
見
え
て
く
る
か
。

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
と
は
そ
の
よ
う
な
試
み
の
場
な
の
だ
と
思
う

し
、
そ
の
場
の
敷
居
を
低
く
し
「
や
っ
て
・
み
る
」
こ
と
を
促

す
コ
ト
バ
が
「
と
り
あ
え
ず
」
だ
─
─
実
際
わ
た
し
た
ち
は
ワ

ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
場
、
ま
た
演
劇
の
現
場
で
、
ど
れ
ほ
ど
「
と

り
あ
え
ず
、
や
っ
て
み
よ
う
」
を
繰
り
返
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ

う
？

小
さ
な
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー

ほ
っ
と
ス
ク
ー
ル
に
お
け
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、
一
般
的

な
、
い
わ
ゆ
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
く
ら
べ
れ
ば
、
ず
い
ぶ
ん

淡
々
と
し
た
も
の
だ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
何
よ
り
、
い
わ
ゆ
る

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
的
な
（
た
と
え
ば
「
作
品
」
を
つ
く
る
な
ど

の
）「
展
開
」
を
し
て
い
な
い
。
そ
の
か
ぎ
り
で
は
「
演
劇
」
ワ

ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
こ

の
よ
う
な
活
動
に
演
劇
的
な
意
味
─
─
た
と
え
ば
演
劇
人
や
劇

場
が
関
わ
る
意
味
が
な
い
か
と
い
う
と
、
む
し
ろ
逆
だ
と
思
う
。

わ
た
し
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
な
人
々
が
演
劇
を
も
と
め
て
い

る
か
、
経
験
的
に
知
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
人
々

が
ど
の
よ
う
な
演
劇
を
も
と
め
て
い
る
か
も
、
知
っ
て
い
る
し
、

ど
の
よ
う
に
届
け
た
ら
い
い
か
も
知
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
あ

ら
わ
れ
が
劇
場
だ
。

し
か
し
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
な
人
々
が
演
劇
を
も
と
め
て
「
い

な
い
」
か
に
つ
い
て
は
、
よ
く
知
ら
な
い
。
と
う
ぜ
ん
な
が
ら
、

ど
の
よ
う
に
も
と
め
て
「
い
な
い
」
か
（
た
と
え
ば
、
ど
れ
ほ

ど
「
や
り
た
く
な
い
か
」）
に
つ
い
て
も
、
よ
く
知
ら
な
い
。

わ
た
し
た
ち
が
ほ
っ
と
ス
ク
ー
ル
に
お
い
て
出
会
っ
た
の
は
、

わ
た
し
た
ち
が
知
ら
な
い
類
の
、
け
れ
ど
も
確
実
に
存
在
す
る
、

演
劇
を
め
ぐ
る
現
実
だ
っ
た
の
だ
と
思
う
。
子
ど
も
た
ち
に
み

ら
れ
た
「
め
ん
ど
く
さ
が
り
」
や
「
不
安
」
と
い
う
現
実
を
ど

こ
ま
で
引
き
受
け
ら
れ
た
か
は
さ
て
お
き
、
で
き
る
範
囲
の
「
と

り
あ
え
ず
、
や
っ
て
み
る
」
を
繰
り
返
す
う
ち
に
見
え
て
き
た

こ
と
は
、
あ
っ
た
。
そ
れ
は
す
く
な
く
と
も
、
ほ
っ
と
ス
ク
ー

ル
で
の
次
の
機
会
に
活
か
せ
る
で
あ
ろ
う
何
か
だ
。

特
定
の
現
実
と
出
会
う
こ
と
。
そ
の
「
現
実
」
と
、
わ
た
し

た
ち
に
お
け
る
「
演
劇
」
と
の
距
離
を
知
る
こ
と
。
そ
の
距
離

に
は
、
お
そ
ら
く
さ
ま
ざ
ま
な
ヒ
ン
ト
が
あ
る
。

ボ
ア
ー
ル
は
、
そ
の
向
き
合
っ
て
い
た
現
実
と
、
い
わ
ゆ
る
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演
劇
と
の
距
離
・
矛
盾
を
考
え
ぬ
き
、
後
者
を
根
本
的
に
つ
く

り
な
お
す
か
た
ち
で
「
被
抑
圧
者
の
演
劇
」
を
つ
く
っ
た
わ
け

だ
が
、
も
ち
ろ
ん
一
朝
一
夕
に
で
き
た
も
の
で
は
な
い
。
ラ
テ

ン
ア
メ
リ
カ
に
生
き
る
民
衆
的
な
現
実
と
の
長
い
交
渉
過
程
に

お
い
て
、
生
ま
れ
て
き
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

わ
た
し
た
ち
だ
っ
て
、
ほ
っ
と
ス
ク
ー
ル
の
、
そ
の
子
ど
も

た
ち
の
現
実
に
よ
り
向
き
合
っ
て
ゆ
く
な
か
で
、
独
自
の
「
も

う
ひ
と
つ
の
」
演
劇
を
つ
く
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ

う
な
も
の
が
必
要
な
の
か
ど
う
か
、
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る

か
、
わ
た
し
た
ち
は
、
ま
だ
確
た
る
言
葉
を
も
っ
て
語
れ
な
い

が
、
わ
た
し
た
ち
の
「
と
り
あ
え
ず
、
や
っ
て
・
み
た
い
」
を

続
け
て
ゆ
き
た
い
と
は
思
う
。

「
や
っ
て
・
み
る
」
は
演
劇
ま
た
劇
場
そ
の
も
の
で
も
あ
る
。

ギ
リ
シ
ア
語
で
、
ド
ラ
マ
は
ド
ロ
メ
ナ
（
為
す
こ
と
）
で
あ
り
、

シ
ア
タ
ー
は
テ
ア
ト
ロ
ン
（
観
る
た
め
の
も
の
）
だ
っ
た
。
も

っ
と
も
小
さ
な
演
劇
そ
し
て
劇
場
は
、
一
人
の
人
間
に
お
け
る

「
や
っ
て
・
み
る
」
の
う
ち
に
立
ち
上
が
る
こ
と
。
そ
ん
な
経
験

を
み
ん
な
で
為
し
、
み
ん
な
で
観
る
「
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
と

い
う
枠
組
み
は
、
小
さ
く
も
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
演
劇
で
あ
り
劇
場

な
の
だ
と
思
う
。

【
註
】

(  i )
数
カ
月
後
に
二
回
目
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
も
っ
て
い
る
。

参
加
者
数
等
の
条
件
は
、
ほ
ぼ
初
回
と
同
様
。
い
ず
れ
の
回

に
お
い
て
も
ス
ク
ー
ル
の
ス
タ
ッ
フ
が
二
、三
名
、
世
田
谷

パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
側
か
ら
は
富
永
圭
一
、
山
本
大
、
そ

し
て
熊
谷
が
そ
れ
ぞ
れ
参
加
し
て
い
る
。
本
稿
で
扱
っ
て
い

る
の
は
主
と
し
て
初
回
に
か
か
わ
る
経
験
で
あ
る
。

( ii)Peter W
right, 

〝T
he T

hought of D
oing D

ram
a 

Scares M
e to D

eath,

〟 R
esearch in D

ram
a 

Education, 4-2, 1999.

( iii)
熊
谷
保
宏
「
演
劇
を
や
ら
な
い
人
び
と
の
詩
学
」『
日
本
大

学
芸
術
学
部
紀
要
』
三
九
号
、
二
〇
〇
四
年

熊
谷
保
宏
（
く
ま
が
い
・
や
す
ひ
ろ
）

一
九
六
七
年
東
京
生
ま
れ
。
日
本
大
学
芸
術
学
部
准
教
授
。
応

用
演
劇
研
究
、
演
劇
教
育
関
連
の
講
座
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
を
担
当
。

ま
た
各
地
で
各
種
の
演
劇
上
演
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
ま
た
ア

ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
展
開
。
著
書
に
『
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で

何
が
で
き
る
か
』（
共
著
、
芸
団
協
出
版
）。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ス
キ

ッ
ツ
・
プ
ラ
ス
監
事
。
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く
こ
と
を
あ
く
ま
で
も
忘
れ
て
は
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
「
ほ
っ
と
ス
ク
ー
ル
」
で
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
実
施
回
数
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
で
も

こ
れ
か
ら
も
さ
ら
な
る
継
続
を
願
っ
て
い
ま
す
。
同
じ
よ
う
に
世
田
谷
区
内
の
様
々
な
場
所
に
で
か
け

て
い
っ
て
、
演
劇
活
動
を
行
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
場
所
に
お
い
て
、「
演
劇
」

を
駆
使
し
て
、
そ
こ
に
何
か
し
ら
の
変
化
を
起
こ
し
て
く
る
。
出
か
け
て
行
っ
た
先
に
と
っ
て
、〝
楽
し

い
こ
と
に
な
る
こ
と
〟
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
お
互
い
に
楽
し
い
と
思
え
る
瞬
間
を
つ
く
り
に
い
く
こ

と
。
世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
が
地
域
に
で
か
け
て
い
く
一
番
大
き
な
理
由
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

そ
し
て
そ
れ
こ
そ
が
、
演
劇
の
社
会
還
元
に
つ
な
が
る
第
一
歩
だ
と
思
う
か
ら
で
す
。

■
ほ
っ
と
ス
ク
ー
ル
「
城
山
」・
ほ
っ
と
ス
ク
ー
ル
「
尾
山
台
」 

◆
対
象

心
理
的
理
由
に
よ
り
不
登
校
状
態
に
あ
る
、
区
内
在
住
の
児
童
・
生
徒 

◆
目
的

（
１
）　

対
人
関
係
の
中
で
対
応
で
き
る
能
力
を
養
い
、
自
立
を
促
す
こ
と
。

（
２
）　

個
別
対
応
か
ら
集
団
生
活
に
移
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
対
人
関
係
や
集
団
生
活
へ
の
適
応
力
を

高
め
る
こ
と
。

（
３
）　

学
校
生
活
へ
の
復
帰
を
促
す
こ
と
。

◆
指
導
内
容

（
１
）　

教
育
相
談
を
通
し
て
、
悩
み
の
解
消
及
び
生
活
意
欲
の
向
上
を
図
る
こ
と
。

（
２
）　

個
別
指
導
及
び
集
団
で
の
活
動
を
通
し
て
、
社
会
性
及
び
協
調
性
を
育
み
自
立
心
を
養
う
こ
と
。

（
３
）　

学
習
活
動
へ
の
援
助
を
通
し
て
、
学
ぶ
喜
び
及
び
意
欲
を
も
た
せ
る
こ
と
。

（
４
）　

児
童
・
生
徒
へ
の
対
応
は
、
個
々
の
興
味
、
関
心
や
心
身
の
状
態
に
即
し
て
行
い
、
必
要
に
応

じ
て
新
し
い
学
習
や
経
験
が
で
き
る
よ
う
援
助
す
る
こ
と
。

　

世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
で
は
、
学
校
を
は
じ
め
と
し
た
地
域
で
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
活
動
を

積
極
的
に
実
施
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
活
動
の
一
環
と
し
て
、
二
〇
〇
八
年
度
か
ら
区
内
に
あ
る

「
ほ
っ
と
ス
ク
ー
ル
」
で
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
活
動
に
取
り
組
み
始
め
ま
し
た
。「
ほ
っ
と
ス
ク
ー
ル
」

と
い
う
は
、
世
田
谷
区
内
の
城
山
と
尾
山
台
に
あ
る
不
登
校
状
態
の
小
・
中
学
生
を
対
象
と
し
た
施
設

で
す
。
設
置
主
体
は
世
田
谷
区
教
育
委
員
会
で
、
集
団
生
活
に
慣
れ
て
も
ら
い
な
が
ら
、
学
校
生
活
へ

の
復
帰
を
支
援
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
事
業
で
す
。

　

劇
場
や
学
校
で
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
出
会
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
子
ど
も
た
ち
と
の
ワ
ー
ク
シ

ョ
ッ
プ
を
私
た
ち
は
経
験
し
て
い
ま
す
。
で
も
彼
ら
が
ほ
か
の
子
ど
も
た
ち
と
大
き
く
違
う
か
と
い
え

ば
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
少
し
だ
け
人
よ
り
も
恥
ず
か
し
が
り
屋
だ
っ
た
り
、
こ
だ
わ
り
が
強

か
っ
た
り
、
ふ
と
し
た
き
っ
か
け
で
学
校
に
は
行
き
づ
ら
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
す
る
だ
け
で
す
。
そ

の
た
め
に
普
段
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
よ
り
も
少
し
だ
け
ゆ
っ
く
り
と
ス
タ
ー
ト
し
て
は
い
ま
す
が
、
結

局
い
つ
も
ど
お
り
の
変
わ
ら
な
い
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
行
っ
て
い
ま
す
。
人
の
前
に
出
て
一
人
で
何
か

を
や
っ
て
み
せ
た
り
、
大
き
な
声
を
出
し
た
り
、
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
で
何
か
を
伝
え
よ
う
と
し
た
り
。
み

ん
な
難
な
く
こ
な
し
て
い
き
ま
す
。

　

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
体
験
す
る
こ
と
か
ら
、
私
た
ち
は
彼
ら
に
何
が
起
き
て
い
る
か
、
全
て
を
う
か

が
い
知
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
で
も
活
動
し
て
い
る
時
の
彼
ら
の
表
情
か
ら
は
、
何
が
し
か
の
変
化

が
起
き
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
そ
の
大
き
さ
は
小
さ
い
人
も
大
き
い
人
も
、
人
そ
れ
ぞ
れ
で
し
ょ

う
し
、
そ
の
変
化
は
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
し
か
起
こ
せ
な
い
変
化
で
は
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
で
も

ど
ん
な
変
化
で
も
、
そ
れ
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
が
、
い
つ
か
彼
ら
の
大
き
な
成
長
に
つ
な
が
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
は
地
域
の
劇
場
を
標
榜
し
て
い
る
劇
場
で
す
。
で
す
か
ら
地
域
に
出

か
け
て
い
っ
て
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
は
じ
め
と
す
る
演
劇
活
動
を
行
う
こ
と
を
い
と
い
ま
せ
ん
。
私
た

ち
に
と
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
と
て
も
自
然
な
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ
ん
「
ほ
っ
と
ス
ク
ー
ル
」
で
の
活
動

も
同
様
で
す
。
た
だ
そ
こ
で
私
た
ち
が
行
う
の
は
演
劇
以
外
の
な
に
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
を
通
し
て
何
か
が
起
こ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
し
、
何
か
が
起
き
た
ら
い
い
な
と
も
思
っ
て

い
ま
す
。
し
か
し
そ
こ
に
教
育
や
セ
ラ
ピ
ー
の
専
門
家
と
し
て
で
は
な
く
、
演
劇
の
専
門
家
と
し
て
行

「
ほ
っ
と
ス
ク
ー
ル
」
で
の
活
動
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
編
集
部
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『SPT
 educational

』
の
シ
リ
ー
ズ
は
、
二
〇
〇
六
年
度
か
ら
三
ヶ
年
の
助
成
を
日
本
財
団
か
ら
う
け
て
発
刊
さ
れ

た
。
今
回
の
『SPT

 educational 

04
』
は
、
そ
の
三
年
間
の
試
み
を
さ
ら
に
展
開
さ
せ
て
い
く
た
め
に
つ
く
り
上
げ

た
本
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
「
04
」
は
、
私
た
ち
の
こ
れ
ま
で
の
活
動
を
改
め
て
振
り
返
る
も
の
で
あ
る
と

同
時
に
、
新
た
な
ス
タ
ー
ト
を
意
味
す
る
も
の
と
な
っ
た
。

そ
し
て
、
ま
っ
た
く
も
っ
て
私
事
で
は
あ
る
が
、
わ
た
し
が
世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
で
仕
事
を
す
る
よ
う
に

な
っ
て
今
年
で
五
年
目
を
迎
え
た
。
わ
た
し
に
と
っ
て
も
今
年
は
あ
る
大
き
な
区
切
り
の
年
と
な
っ
た
。

こ
の
区
切
り
の
年
に
、
わ
た
し
た
ち
は
「
振
り
返
る
」、「
探
る
」
作
業
を
繰
り
返
し
て
き
た
。
こ
の
作
業
は
、
と
き

に
厳
し
く
、
苦
し
い
作
業
で
あ
っ
た
。
が
、
次
へ
の
一
歩
を
踏
み
出
す
に
は
欠
か
せ
な
い
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
こ
と
は

確
信
し
て
い
た
。
次
へ
、
新
た
に
、
こ
れ
か
ら
。
こ
の
言
葉
を
頭
の
中
で
繰
り
返
し
な
が
ら
、「
振
り
返
る
」、「
探
る
」

作
業
を
ひ
た
す
ら
続
け
て
き
た
。

「
振
り
返
る
」
と
い
っ
た
と
き
ま
ず
や
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
や
っ
て
き
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
一
つ
一
つ
見
つ
め
な

お
し
、
再
評
価
す
る
と
い
う
こ
と
。
こ
の
一
三
年
間
で
や
れ
た
こ
と
、
や
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
一
体
何
な
の
か
。
そ

し
て
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
組
み
立
て
た
開
館
当
初
の
主
旨
が
、
一
三
年
た
っ
た
現
在
に
お
い
て
も
有
効
な
の
か
。
一
つ

一
つ
を
丁
寧
に
省
み
る
作
業
は
、
次
へ
の
第
一
歩
の
た
め
に
は
欠
か
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、「
振
り
返
る
」
べ
き
こ
と
は
必
ず
し
も
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
私
た
ち

劇
場
自
身
が
、
ま
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
進
行
す
る
進
行
役
自
身
が
一
体
何
者
で
あ
る
か
、
自
ら
を
振
り
返
る
必
要

が
出
て
き
た
。「
私
た
ち
は
一
体
何
者
な
の
か
」。
こ
の
問
い
が
生
ま
れ
た
理
由
に
は
、
私
た
ち
が
「
劇
場
」
と
い
う

枠
か
ら
飛
び
出
し
、「
学
校
」
と
い
う
他
者
と
出
会
う
機
会
が
非
常
に
多
く
な
っ
て
き
た
こ
と
が
少
な
か
ら
ず
影
響
し

て
い
る
。
学
校
に
は
学
校
な
ら
で
は
の
ル
ー
ル
が
あ
る
。
そ
の
ル
ー
ル
は
「
学
校
教
育
」
と
い
う
言
葉
で
言
い
換
え

る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
に
か
く
、
劇
場
と
は
全
く
違
っ
た
ル
ー
ル
が
学
校
に
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
場
で
私
た
ち
が
活
動
し
始
め
て
約
七
年
。
こ
の
七
年
の
間
に
学
校
で
演
劇
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
や
っ
て

ほ
し
い
と
い
う
要
望
は
年
々
増
え
て
い
る
。
今
で
は
秋
シ
ー
ズ
ン
は
毎
日
の
よ
う
に
区
内
の
学
校
に
通
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
世
田
谷
区
独
自
に
設
置
さ
れ
た
「
日
本
語
」
と
い
う
授
業
の
中
に
、
私
た
ち
が
行
っ
て
い
る
演
劇
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
の
活
動
が
取
り
入
れ
ら
れ
さ
え
も
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
象
か
ら
み
る
と
、
私
た
ち
の
活
動
は
学
校
側

か
ら
好
評
価
を
得
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
学
校
か
ら
評
価
を
得
れ
ば
得
る
ほ
ど
、
私
た
ち
は
自
分
自
身

に
問
い
か
け
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。「
学
校
（
先
生
）
の
要
望
に
対
し
て
応
え
ら
れ
る
だ
け
で
い
い
の
か
」
と
。
と
も

す
る
と
、
先
方
の
要
望
に
応
え
る
こ
と
で
完
結
し
が
ち
だ
。
し
か
し
、
私
た
ち
の
演
劇
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
活
動
は

決
し
て
サ
ー
ビ
ス
業
で
は
な
い
し
、
消
費
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
学
校
と
私
た
ち
の
間
に
は
需
要
と
供
給
の
関
係

は
成
立
し
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
私
た
ち
は
学
校
で
「
演
劇
を
や
っ
て
い
る
」
以
上
で
も
以
下
で
も
な
い
か
ら
だ
。

私
た
ち
は
常
に
自
分
た
ち
が
演
劇
を
や
っ
て
い
る
人
、
つ
ま
り
劇
場
の
人
、
演
劇
の
人
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
な
が

ら
、
学
校
と
い
う
他
者
に
向
か
い
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。「
自
分
た
ち
が
何
者
で
あ
る
か
」
常
に
自
分

自
身
に
問
い
か
け
続
け
て
は
じ
め
て
、
私
た
ち
は
学
校
と
い
う
場
で
自
由
に
活
動
で
き
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、「
振
り
返
る
」
と
同
時
に
、「
探
る
」
こ
と
も
続
け
て
き
た
。
探
っ
て
き
た
先
の
結
論
は
ま
だ
出
て
い
な
い
。

あ
く
ま
で
試
行
中
で
あ
る
。

二
〇
〇
九
年
度
か
ら
「
考
え
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
と
題
し
て
、
新
た
な
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
現
場
を
つ
く
り
始
め

た
。
こ
こ
で
は
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
と
い
う
手
法
を
使
っ
て
、「
公
共
」
に
つ
い
て
考
え
る
。
た
だ
「
公
共
」
と
い
う

と
、
一
般
に
は
あ
ま
り
に
も
漠
然
と
し
た
響
き
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
よ
り
具
体
的
で
よ
り
身
近
な
キ
ー
ワ
ー
ド
を

設
定
し
、
そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
（「
お
盆
」、「
結
婚
」、「
道
」
な
ど
）
に
つ
い
て
考
え
る
。
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、

無
理
に
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
は
し
な
い
。「
考
え
る
」
プ
ロ
セ
ス
を
参
加
者
自
身
が
楽
し
む
こ
と
を
優
先
す
る
。
プ

ロ
セ
ス
重
視
と
い
う
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
特
徴
を
最
大
限
に
活
か
そ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
。
劇
場
で
ワ
ー
ク
シ
ョ

ッ
プ
を
行
う
と
、
最
終
的
に
作
品
と
い
う
結
果
に
向
か
っ
て
活
動
す
る
こ
と
が
多
い
。
当
然
、
作
品
づ
く
り
の
過
程

に
お
い
て
も
思
考
は
存
在
す
る
が
、
そ
れ
は
あ
る
目
的
、
ゴ
ー
ル
に
向
か
っ
て
の
思
考
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
作

品
（
結
果
）
に
ま
と
め
る
と
い
う
こ
と
に
捉
わ
れ
る
あ
ま
り
、
思
考
を
中
途
で
終
わ
ら
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

が
し
ば
し
起
こ
る
。
何
か
作
品
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
ジ
レ
ン
マ
は
当
然
起
き
る
こ
と
だ
。
こ
の
ジ

レ
ン
マ
か
ら
解
き
放
た
れ
た
か
た
ち
で
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
在
り
方
を
模
索
し
た
の
が
「
考
え
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
」
な
の
だ
。
そ
し
て
こ
の
「
考
え
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
を
実
践
し
て
い
く
こ
と
は
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
持
つ

可
能
性
を
ど
こ
ま
で
拡
げ
て
い
け
る
か
の
挑
戦
で
も
あ
る
。

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
持
つ
可
能
性
を
拡
げ
る
と
い
う
こ
と
で
は
、
二
〇
〇
八
年
度
か
ら
始
め
た
「
ほ
っ
と
ス
ク
ー
ル
」

に
お
け
る
活
動
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。「
ほ
っ
と
ス
ク
ー
ル
」
は
、
い
わ
ゆ
る
小
学
校
・
中
学
校
と
は
ま
た

違
っ
た
ル
ー
ル
の
も
と
に
運
営
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
演
劇
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
何
を
な
し
得
る
の
か
。

私
た
ち
は
、
演
劇
の
濃
度
を
薄
め
る
か
た
ち
で
は
な
く
、
よ
り
濃
縮
度
を
高
め
て
、
よ
り
シ
ン
プ
ル
な
演
劇
の
在
り

方
を
探
り
な
が
ら
、
演
劇
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
可
能
性
に
か
け
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
。

私
た
ち
は
こ
れ
か
ら
も
振
り
返
り
、
探
り
続
け
る
。
頭
の
中
で
な
く
、
実
践
す
る
中
で
繰
り
返
し
続
け
た
い
と
思
っ

て
い
る
。
た
だ
、
実
践
の
場
は
ま
す
ま
す
厳
し
さ
を
増
し
て
い
る
。
私
た
ち
が
こ
れ
ま
で
盛
ん
に
活
動
し
て
き
た
学

校
は
、
子
ど
も
た
ち
の
学
力
低
下
を
理
由
に
「
ゆ
と
り
」
の
時
間
が
削
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
厳
し
い
状
況
は
学

校
だ
け
で
は
な
く
、
不
況
、
失
業
、
う
つ
病
な
ど
、
社
会
全
体
を
覆
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
私
た
ち
は
社
会

と
ど
う
向
き
合
っ
て
い
く
の
か
、
何
を
し
て
い
く
べ
き
な
の
か
、
一
体
何
が
で
き
る
の
か
。

演
劇
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
持
つ
可
能
性
は
ま
だ
ま
だ
未
知
数
だ
。
こ
の
切
実
な
る
問
い
か
け
を
胸
に
、
私
た
ち
は
演

劇
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
活
か
す
べ
き
フ
ィ
ー
ル
ド
を
求
め
て
活
動
し
て
い
く
。

わ
た
し
た
ち
の
振
り
返
り
は
将
来
を
創
る
　
中
村
麻
美
（
世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
）

お
わ
り
に
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世田谷パブリックシアター
2009年度　ワークショップ事業の記録

世田谷パブリックシアターのワークショップを中心とした教育普及事業は、

＜劇場の中、稽古場などを利用して行っているもの＞と、

＜劇場の外、学校で行っているもの―「世田谷パブリックシアター＠スクール」事業＞との

2つに大きく分かれます。

「演劇」や「劇場」は、その発生以来、ずっと人々の身近にある存在でした。

でも今の日本では、敷居が高く、日々の生活から遠い存在になってしまっています。

だからこそ、地域の公共劇場である世田谷パブリックシアターは、

さまざまな人と、さまざまな場所でワークショップを行うことで、

たくさんの地域の方々に演劇を手渡せればと思っています。

演劇が好きな人にも興味がない人にも、

劇場のことを知っている人にも知らない人にも、

劇場の周りの人にも遠い人にも、

みんなにとっていつでもいつまでも開かれた劇場であるために、

今日も私たちはワークショップを行っています。
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  コミュニティ・ワークショップ事業

デイ・イン・ザ・シアター
演劇にちょっと触れてみたい！ という方や、稽古場に入ってみたい！ とい
う方、そして仕事帰りや休日になんか面白いことないかなあ？ という方、
どんな方でも大歓迎。
身体を動かしたり、声を出したりするうちに、頭も心もすっかりほぐれて、
日頃の生活でたまっていたあれやこれやもスッキリ解消。
演劇は見るだけじゃありません。みんなして演劇で遊んでみましょ。
デイ・イン・ザ・シアターはそんなワークショップです。
（劇場ホームページ　ワ−クショップ紹介文より）

たくさんの人に演劇や劇場に親しんでもらうため、開館以来ほぼ毎
月1回行われている人気のワークショップ。間口が広く、敷居の低
い入口として、お互いに知り合ったり、体を動かしたりするなかで、
どなたでも遊び、楽しみながら、演劇のおもしろさや奥深さ、意義
を実感してもらうことをめざしている。

日　　程：平成 21 年 4 月 5 日（日）・5 月 15 日（金）・20 日（水）・
 21 日（木）・24 日（日）・7 月 8 日（水）・
 9 月 25 日（金）・11 月 20 日（金）・12 月 23 日（水）・
 平成 22 年 3 月 3 日（水）
対　　象：どなたでも

地域の物語ワークショップ
「地域の物語ワークショップ」は 1998 年から毎年行われ、今年で 12
回目を迎える演劇ワークショップです。地域のできごとを取材し、その
成果を様々な方法でまとめて発表します。
今回の「地域の物語ワークショップ」は、この「岡さんのいえ」を拠
点に展開します。
岡さんの残した写真や思い出の品々を見たり、岡さんに関わりのあっ
た人に出会ったりしながら、岡さんという一人の女性の生き方について、
また地域に息づく岡さんのいえについて、演劇ワークショップをとおし
て見つめていきます。
（ワークショップ参加者募集チラシより）

地域の公共劇場として機能していくことをめざし、「まち」を題材に
行っているワークショップ。参加者がまちに出て取材を行い、人やも
のに出会う中で、地域について見つめ直し、それぞれの体験をもと
に作品をつくりあげていく。複数のコースを設け、幅広い層からの
参加を募り、演劇だけに限らないさまざまな角度・側面から、ワーク
ショップは進行していく。世田谷パブリックシアターならではのワークシ
ョップとして定着し、今年で12回目を迎えた。

プレ・ワークショップ
日　　程： 平成 21 年 12 月 13 日（日）
対　　象：どなたでも
参 加 費：200 円
参加人数：20 人

休日コース
日　　程： 前編　平成 22 年 1 月 17 日（日）、24 日（日）、2 月 7 日（日）、 
 14 日（日）、21 日（日）
 後編　平成 22 年 3 月 7 日（日）、21 日（日）、22 日（月・祝）、 
 27 日（土）、28 日（日）
進 行 役：成沢富雄、花崎攝、すずきこーた
対　　象：どなたでも
参 加 費：5,000 円（前編のみ 2,500 円）
参加人数：前編 16 人、後編 15 人

金夜コース
日　　程： 平成 22 年 2 月 5 日（金）、12 日（金）、19 日（金）、
 3 月 5 日（金）、12 日（金）、19 日（金）、26 日（金）、
 28 日（日）
進 行 役：すずきこーた、トチアキタイヨウ、蟹谷怜子
対　　象：どなたでも
参 加 費：4,000 円
参加人数：16 人

モーニングコース
日　　程：平成 22 年 1 月 28 日（木）、2 月 4 日（木）、18 日（木）、
 25 日（木）、3 月 11 日（木）、18 日（木）、25 日（木）、
 27 日（土）、28 日（日）
進 行 役：成沢富雄、花崎攝
対　　象：どなたでも
参 加 費：4,000 円
参加人数：7 人

こどもコース
日　　程： 平成 22 年 3 月 22 日（月・祝）、26 日（金）、27 日（土）
進 行 役：すずきこーた、南波圭
対　　象：小学生 4 年生～ 6 年生
参 加 費：1,500 円
参加人数：8 人

考えるワークショップ
演劇ワークショップ。
世田谷パブリックシアターは、いろいろな種類の、たくさんの数の演劇
ワークショップを行っています。それは、たいてい「理屈抜きで」とか、

「ややこしい話は抜きにして」といえるタイプのものでした。でも、今
回、ちょっと変わったワークショップをやってみたいと考えました。 考え
たその名は、「考えるワークショップ」。
作品をつくったり、技術を磨いたりが目的ではなく、お題やテーマを掲
げて、それを考えるワークショップを開きます。しかし、あくまで、演
劇ワークショップ。 さあ、みなさん、頭とカラダ、全身で考えてみまし
ょう。
（劇場ホームページ　ワークショップ紹介文より）

演劇ワークショップの持つ可能性について探るワークショップ。テーマ
について考えてみることを演劇ワークショップを通して行った。今年
度は、「公共」を共通テーマとし、各回演劇ワークショップの手法の
新たな活用法について提示しながら、テーマについて考えを深めて
いった。今後の発展と活用が望まれるワークショップ。

「お盆」
日程：平成 21 年 8 月 3 日（月）
進行役：柏木陽
対象：どなたでも
参加費：500 円
参加人数：15 人

「結婚」
日程：平成 21 年 10 月 3 日（土）、4 日（日）
進行役：すずきこーた
対象：どなたでも
参加費：1,000 円
参加人数：6 人

「道」
日程：平成 21 年 11 月 28 日（土）、29 日（日）
進行役：富永圭一
対象：どなたでも
参加費：1,000 円
参加人数：7 人

コンテンポラリーダンスでカラダワークショップ
子育て中の人も、子育てはもう卒業した人も、ダンサーと一緒に踊りま
せんか。平日午前中の 2 時間で、自分のカラダとじっくり向き合うワー
クショップです。ダンス経験がなくてもだいじょうぶ。子育て経験のあ
る方たちならではのなごやかな空気の中で、最近ちょっと使っていない
カラダを伸ばして、ちぢめて、ひねって、まわして……
踊ってみたら、こころもふわっと、からっと元気になるかもしれません。
（ワークショップ参加者募集チラシより）

コンテンポラリー・ダンスのダンサーを講師としたワークショップ。平日
の午前中、対象を子育て経験者に限定して行い、稽古場は多くの
お母さん方と小さな子どもたちでいっぱいであった。参加者は、普
段意識しない身体の声に耳を傾け、子育ての忙しさのために気付い
ていなかった自分たちの身体を感じ、考え、見つめなおし、意識を
深める場となった。

日　　程：[1] 平成 21 年 5 月 15 日（金）
 [2] 平成 21 年 7 月 9 日（木）
 [3] 平成 21 年 10 月 1 日（木）
 [4] 平成 21 年 11 月 10 日（火）・20 日（金）・24 日（火）・ 
 27 日（金）・12 月 8 日（火）
 [5] 平成 22 年 2 月 10 日（水）・3 月 16 日（火）
進 行 役：[1][2] 山田珠実、[3] 早川朋子、[4][5] 山田うん
対　　象：子育て中の方、もしくは子育て経験のある方
参 加 費：[1][2][3]500 円
 [4]2,500 円
 [5]1,000 円
参加人数：延べ 72 人 / 全 10 回

だれでもダンス
カラダかたいしなあ、リズム感ないしなあ、よくわかんないしなあ、
でもなんか気になる、ダンスって。
ダンスのことがちょっとでも気になる人なら、だれでも大歓迎。
カラダとアタマとココロをつかって、みんなでダンスをしてみませんか？
（ワークショップ参加者募集チラシより）

文字通り、「だれでも」参加することができるダンスワークショップ。
たくさんの参加者と出会い、分け隔てなく全員がダンスをすることで、
みんなの身体が見えてくる。

日　　程：[1] 平成 21 年 4 月 3 日（金）
 [2] 平成 21 年 5 月 16 日（土）
対　　象：[1] 中学生以上ならどなたでも
 [2] だれでも　障害、苦手などのある人歓迎
進 行 役：山田珠実
参 加 費：500 円
参加人数：延べ 29 人 / 全 2 回
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夏休みワークショップ
夏休み期間に合わせて実施した、小学生や中学生、高校生を対象
とした演劇やダンスのワークショップ。

この夏はじめて出会う仲間たちと、ドキドキワクワクしながら劇をやって
みよう。
からだをつかってゲームをしたり、お話をつくったり。最後の日には発
表会！
やりたいこといっぱいの夏休みのさいご、劇場に遊びにおいでよ。
（小学生のための遊ぶ演劇ワークショップ参加者募集チラシより）

夏休みに合わせ、世田谷パブリックシアターは、さまざまな内容のワ
ークショップを行っている。子どものころから演劇やダンスなどの舞台
芸術に触れてもらうことは、未来の観客を生み出すことに繋がる。
なにより自分たちの身体を使い遊ぶこと、さまざまな表現に直接触れ
ることが、子どもにとって特別な経験、幸福な体験、そして最高の
思い出になればとの思いで行っている。

「親子で体験！デジタル×カラダ de ワークショップ」
デジタル技術を利用して、カラダの動きで音をならしたり、光の色を
変えてみる、デジタルの音や光で遊ぶワークショップ。コンピューター
が苦手でも、親子で一緒にカラダ、音、光を使って遊べます。

・1 ～ 2 年生コース
日　　程：平成 21 年 7 月 19 日（日）
対　　象：小学生＋そのご両親
進 行 役：真鍋大度、石橋素
参加人数：25 人　

「小学生のためのダンスワークショップ」
体育の授業で習うような整った振り付けにみんなで合わせるダンスで
はなく、自分を表現する手段として、自由に身体を動かし楽しめるよ
うなダンスを体験するワークショップ。

・1 ～ 2 年生コース
日　　程：平成 21 年 7 月 23 日（木）、24 日（金）10:30 ～ 12:00
対　　象：小学生 1 年生～ 2 年生
進 行 役：山田うん
参 加 費：1,000 円
参加人数：21 人 / 全 2 回

・3 ～ 6 年生コース
日　　程：平成 21 年 7 月 23 日（木）、24 日（金）14:00 ～ 16:00
対　　象：小学生 3 年生～ 6 年生
進 行 役：山田うん
参 加 費：1,000 円
参加人数：18 人 / 全 2 回

「中学生のための演劇ワークショップ
　　　　　　　　　　　　『new folk tales』」
民話を題材としたワークショップ。まちに出て、見聞きし感じてきたこ
とから民話をつくりだし、最終日には劇を発表する。中学生のつくり
だした民話を、話し言葉そのままの形で掲載する民話集も作成した。

日　　程：平成 21 年 7 月 29 日（水）、30 日（木）、8 月 4 日（火）、
 5 日（水）、6 日（木）
対　　象：中学校 1 年生～ 3 年生
進 行 役：柏木陽
ゲ ス ト：福留麻里
参 加 費：2,500 円
参加人数：14 人

「小学生のための遊ぶ演劇ワークショップ」
遊びながら自分たちで演劇をつくり上げていくワークショップ。お話づ
くりを始めとして、小道具や大道具、衣装も自分たちの手でつくる。
最終日には友達や家族を招き、小さな発表会を行う。

・「わーい！エンゲキ大冒険」低学年コース
日　　程：平成 21 年 8 月 14 日（金）、15 日（土）、16 日（日）
対　　象：小学生 1 年生～ 3 年生
進 行 役：花崎攝、すずきこーた
ゲ ス ト：荒木珠奈
参 加 費：1,500 円
参加人数：21 人

・「ちょっぴりエンゲキ大冒険」
日　　程：平成 21 年 8 月 17 日（月）
対　　象：小学生 1 年生～ 3 年生
進 行 役：花崎攝、すずきこーた
参 加 費：1,500 円
参加人数：13 人

・「わーい！エンゲキ大冒険」高学年コース
日　　程：平成 21 年 8 月 19 日（水）、20 日（木）、22 日（土）、
 23 日（日）
対　　象：小学生 4 年生～ 6 年生
進 行 役：花崎攝、すずきこーた
ゲ ス ト：森村知恵、ガファ
参 加 費：2,000 円
参加人数：22 人

「中学生と高校生のための演劇ワークショップ　
『夏、エンゲキ、劇場にて』」
中学生と高校生が一緒に演劇をするワークショップ。年の差や演劇
経験のあるなしに関係なく誰もが楽しめる、夏休みのアクセントとなる
ようなワークショップを行う。

・a
日　　程：平成 21 年 7 月 26 日（日）
対　　象：中学生、高校生、それぐらいの年齢の人
進 行 役：富永圭一
参 加 費：500 円
参加人数：19 人

・b
日　　程：平成 21 年 8 月 1 日（土）、8 月 2 日（日）、3 日（月）
対　　象：中学生、高校生
進 行 役：富永圭一
参 加 費：1,500 円
参加人数：14 人 / 全 3 回

中学生と高校生のためのワークショップ
劇場へ、集え　　演劇で、遊べ
普段出会わない、いろんな学校のいろんな人と、劇場で遊んでみよう。
劇場に集まるんだから、遊び道具は「エンゲキ」ってことになる。
演劇ははずかしいって人もいるだろうし、演劇やりたいって人もいるだ
ろう。
でもとにかく、みんなが集まって、なにかを始めれば、絶対面白いこと
になるから、まずは劇場まで、遊びにおいでよ。
（中学生と高校生のための演劇ワークショップ参加者募集チラシより）

こどもでもなく、おとなでもない、こころもからだも大きく変わってゆく
時期にある、中学生と高校生を対象としたワークショップ。中高生に
とって劇場で遊び、演劇を楽しむことが身近なものとなり、劇場が新
しい仲間と知り合う場になればと考えている。

「伊藤キムさんの中学生と高校生の
ダンス・ワークショップ『カラダで遊ぶぞ！』」
伊藤キムによる、集まった仲間たちとコミュニケーションをとりながら、
カラダを使って遊びつくす 2日間のワークショップ。アイデアを出し合
い、カラダで空想すると、体がオモチャのようになっていく。

日　　程：平成 21 年 4 月 1 日（水）・2 日（木）
対　　象：中学生・高校生、もしくはそれぐらいの年齢の人
進 行 役：伊藤キム
参 加 費：1,000 円
参加人数：26 人

「中学生と高校生のための演劇ワークショップ」
普段の学校生活とは違う場所で、様々な学校の仲間に出会い、演
劇をするワークショップ。
体を動かしながら知り合い、遊ぶことで、演劇が身近なものに感じら
れる。

日　　程：[1] 平成 21 年 5 月 17 日（日）
 対象：中学生
日　　程：[2] 平成 21 年 5 月 23 日（土）
 対象：中学生・高校生、もしくはそれぐらいの年齢の人
進 行 役：[1] 柏木陽
 [2] 富永圭一
参 加 費：500 円
参加人数：[1]9 人
 [2]11 人
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「中高生のためのダンスワークショップ」
自由にアイディアを共有して、オリジナルのダンスをつくるワークショッ
プ。自分の身体と仲間の身体が共有され、世界に向けていきいきと
したエネルギーが解放される。

日　　程：平成 21 年 12 月 19 日（土）
対　　象：中学生・高校生、もしくはそれぐらいの年齢の人
進 行 役：楠原竜也
参 加 費： 500 円
参加人数：5 人

「中高生のための演劇ワークショップ」
ダンボールで変形ロボットを工作することから始まる演劇ワークショッ
プ。自分たちで作った変形ロボットが、そのまま劇の素材になる。

日　　程：平成 21 年 12 月 26 日（土）・27 日（日）
対　　象：中学生・高校生、もしくはそれぐらいの年齢の人
進 行 役：富永圭一
参 加 費：1,000 円
参加人数：26 人 / 全 2 回

「中学生のための演劇ワークショップ
『春のウソツキワークショップ ～ウソからはじまるストーリー』」
ウソから演劇をつくるワークショップ。エイプリルフールの発表会に向
けて様々なウソを何重にも重ねていき、参加者自身がウソになってい
く。堂 と々ウソをつく瞬間、これぞまさに演劇である。

日　　程：平成 22 年 3 月 13 日（土）・14 日（日）・20 日（土）・
 21 日（日）・26 日（金）・29 日（月）・30 日（火）・31 日（水）・
 4 月 1 日（木）
対　　象：中学生、もしくはそれぐらいの年齢の人
進 行 役：柏木陽
参 加 費：1,000 円
参加人数：19 人 / 全 9 回

お正月スペシャル！こどもたちと演劇 + ？ ワークショップ
短い短い冬休み。 
車いすライダーで、ことばでつくる料理人、実方祐二さん。
障害とともに生きているゆうじさんと焼きそばとチーズケーキをつくっ
てみよう！
ゆうじさんとつくるスペシャルメニューをたっぷり味わって、エンゲキも
もちろんつくるよ！ゆうじさんはいろいろ不思議、なんだか謎！？
なぞ　その１
ゆうじさんは「ゆうじ屋」って名前の食べ物屋をやっていて、ケーキを
ビュンビュン売り歩いてるらしい。車いすライダーってことは歩けない
のに、どうやって売り歩くのだろう？手が不自由なのに、どうやってお釣
りを渡すのだろう？
なぞ　その２
だいたい「ことばでつくる料理人」ってなに？ことばでどうやって料理す
るの？特別の呪文をしってるのかも？もしかして、魔法使い？！
？？？のなぞは、ゆうじさんに会えばとけるよ。おたのしみに
（劇場ホームページ　ワークショップ紹介文より）

地域と劇場、子どもたちをつなぐ、新春恒例の企画。１日目はキッチ
ンを利用して料理を体験したあと、ゲストにお話しを伺い、2日目に
は前日の体験をもとに、グループで演劇づくりを行う。経験する料理
づくりでの共通体験と、ゲストに出会うことがさまざまな形の演劇とな
って表れるワークショップ。今年は、実方裕二氏をゲストに招き、ワ
ークショップを行った。

日　　程：平成 21 年 1 月 6 日（水）、7 日（木）
対　　象：小学生
進 行 役：花崎攝、成沢富雄、すずきこーた
ゲ ス ト：実方裕二
参 加 費：1,500 円
参加人数：12 人
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  『世田谷パブリックシアター＠スクール』事業

よりたくさんの子どもたちが、演劇やダンスと出会い、表現力・想像
力やコミュニケーション能力を育んでいけるように、専門家を学校へ
派遣し、ワークショップや小公演などを盛り込んだ参加型の創造活動
を行なっている。また、演劇ワークショップの手法を先生方に手渡す
ために、先生向けのワークショップを開いている。

［学校でワークショップ］
かなりゴキゲンなワークショップ巡回団

7 年目を迎えるこのワークショップは、すべてオーダーメイド。
先生とご相談しながらワークショップの内容を決定していきます。
まずは劇場にご相談ください。子どもたちの様子や先生の思いつきを聞
かせてください。そこからオーダーメイドが始まります。
どんな授業時間でも大丈夫。どんな内容にするかを一緒に考えていき
ましょう。
（世田谷パブリックシアター＠スクール事業　紹介リーフレットより）

多種多様な学校の要望に応じて、さまざまな形の世田谷パブリックシ
アターのワークショップ・ファシリテーターたちが学校を訪れ、演劇の
手法を通したワークショップの進行を行う。普段学校で接する大人と
は一味も二味も違う大人と出会い、一緒に身体を動かし遊ぶうちに、
子どもたちの心がほぐれていき、自由で豊かな発想があふれ出す場
は、まさに小さな劇場である。

日　　程：
平成 21 年 5 月 12 日（火）　梅丘中学校 中学 1 年生
平成 21 年 6 月 11 日（木）　梅丘中学校 中学 2 年生
平成 21 年 6 月 17 日（水）　山崎中学校 区内演劇部員
平成 21 年 6 月 17 日（水）　烏山小学校 小学 1 年生
平成 21 年 7 月 7 日（火）・9 月 14 日（月）・25 日（金）・10 月 7 日（水）・
21 日（水）・11 月 2 日（月）・5 日（木）・9 日（月）・11 日（水）・16 日

（月）・17 日（火）・18 日（水）・19 日（木）・20 日（金）・21 日（土） 
中町小学校 小学 2 年生
平成 21 年 7 月 9 日（木）・16 日（木） 奥沢中学校 中学 3 年生
平 成 21 年 7 月 13 日（ 月 ）・9 月 17 日（ 木 ）・28 日（ 月 ）・10 月 6 日

（火）・27 日（火）・11 月 2 日（月）・5 日（木）・10 日（火）・16 日（月）・
17 日（火）・18 日（水）・19 日（木）・20 日（金）・21 日（土）  
中町小学校 小学 1 年生
平成 21 年 7 月 27 日（月）・28 日（火） 　川崎市立高津市民館　川崎市内
中学校演劇部員
平成 21 年 9 月 3 日（木）・10 日（木） 奥沢中学校 中学 3 年生
平成 21 年 9 月 24 日（木）・9 月 25 日（金）・10 月 2 日（金）　山野小学
校　小学 1 年生
平成 21 年 9 月 28 日（月）・29 日（火） 　深沢小学校 　小学 2 年生
平成 21 年 9 月 30 日（水）・10 月 28 日（水）　青鳥特別支援学校梅ヶ丘分
教室　中学部
平成 21 年 10 月 8 日（木）・13 日（火）・15 日（木）・19 日（月）・30 日

（金）
11 月 5 日（木）・6 日（金）・9 日（月）・12 日（木）・13 日（金）・16 日

平成 22 年 2 月 18 日（木）　奥沢小学校　小学 2 年生
平成 22 年 2 月 18 日（木）　ほっとスクール城山 
平成 22 年 3 月 15 日（月）　梅丘中学校　中学 3 年生

参加人数：延べ 3,702 人 / 計 172 日

	［劇を観る＋ワークショップをやる］
＠スクール公演
「にんにん忍者★でんエモン一座」
「うっかり、ちょっと、きのこ島」

じっと座って劇を観るだけでなく、いつのまにか子どもたちも登場人物
になっている！そして子どもたちは劇に参加し、俳優と一緒に劇をつくり
あげていきます。
＠スクール公演は演劇を観ることと、身体を動かして作業するワークシ
ョップをミックスさせた、世田谷だけの演劇作品。今年も学校の体育館
にやってきます。
劇世界を体験しながら、子どもたちが想像力をふくらませ、のびのびと
表現するきっかけになってくれれば、という願いを込めて作りました。
学校の表現活動、クラス作りなどにぜひご活用ください。
（世田谷パブリックシアター＠スクール事業　紹介リーフレットより）

世田谷パブリックシアターオリジナルの、劇とワークショップがミックスさ
れた演劇の鑑賞＋体験プログラム。新作「にんにん忍者★でんエモ
ン一座」は、「うっかり、ちょっと、きのこ島」、「どっとこむ商会」に
続く＠スクール公演の第 3作目である。「うっかり、ちょっと、きのこ
島」は2003 年度の初演以来、2004 年度、2007 年度、2008 年度
と再演を重ね、今年度は北九州、福岡でも上演した。体育館の床
で演じられることで、舞台と客席の区別もなく、子どもたちは物語の
進行の中で、時に出演者として、時に観客として、まったく自然に劇
の中に参加していく。

日　　程：
「にんにん忍者★でんエモン一座」
平成 21 年 9 月 23 日（水）　太子堂小学校　一般
平成 21 年 9 月 24 日（木）　中町小学校　小学 5 年生
平成 21 年 9 月 25 日（金）　深沢小学校　小学 4 年生
平成 21 年 9 月 28 日（月）　尾山台小学校　小学 2 年生
平成 21 年 9 月 29 日（火）　笹原小学校　小学 3 年生、4 年生
平成 21 年 9 月 30 日（水）　深沢小学校　小学 4 年生
平成 21 年 10 月 2 日（金）　代田小学校　小学 1 年生
平成 21 年 10 月 5 日（月）　太子堂小学校　小学 5 年生、3 年生
平成 21 年 10 月 6 日（火）　太子堂小学校　小学 4 年生
平成 21 年 10 月 7 日（水）　太子堂小学校　小学 4 年生
平成 21 年 10 月 8 日（木）　尾山台小学校　小学 1 年生
平成 21 年 10 月 9 日（金）　東大原小学校　小学 3 年生、4 年生
平成 21 年 10 月 13 日（火）　太子堂小学校　小学 6 年生
平成 21 年 10 月 14 日（水）　尾山台小学校　小学 1 年生
平成 21 年 10 月 15 日（木）　千歳台小学校　小学 3 年生
平成 21 年 10 月 16 日（金）　千歳台小学校　小学 3 年生

参加人数： 延べ 954 人 / 全 19 公演

「うっかり、ちょっと、きのこ島」
平成 21 年 9 月 15 日（火）　世田谷パブリックシアター　稽古場　小学 3 ～
6 年生
平成 21 年 9 月 25 日（金）　福岡市立金武小学校　小学 4 年生
平成 21 年 9 月 25 日（金）　福岡市立金武小学校　先生演劇人向け
平成 21 年 9 月 26 日（土）　パピオ　ビールーム　大練習室　小学 3 年生以
上ならどなたでも
平成 21 年 9 月 28 日（月）　北九州市立朽網小学校　小学 3 年生
平成 21 年 9 月 29 日（火）　北九州市立足立小学校　小学 3 年生
平成 21 年 10 月 2 日（金）　世田谷区立太子堂小学校　小学 2 年生

参加人数：延べ 353 人 / 全 7 公演

（月）・17 日（火）・18 日（水）・19 日（木）・20 日（金）・24 日（火）・
25 日（水）・26 日（木）・27 日（金）・28 日（土）　三軒茶屋小学校　小学
2 年生
平成 21 年 10 月 9 日（金）・16 日（金）・22 日（木）・27 日（火）・30
日（金）・11 月 6 日（金）・10 日（火）・12 日（木）・13 日（金）・14 日

（土）　多聞小学校　小学 4 年生
平成 21 年 10 月 9 日（金）16 日（金）・22 日（木）・27 日（火）・30 日

（金）・11 月 5 日（木）・6 日（金）・9 日（月）・10 日（火）・11 日（水）・
12 日（木）・13 日（金）・14 日（土）・22 日（金）　多聞小学校　小学 3
年生
平成 21 年 10 月 13 日（火）・14 日（水）・22 日（木）・11 月 4 日（水）・
9 日（ 月 ）・11 日（ 水 ）・12 日（ 木 ）・13 日（ 金 ）・16 日（ 月 ）・17 日

（火）・18 日（水）・19 日（木）・20 日（金）・24 日（火）・25 日（水）・
26 日（木）・27 日（金）・28 日（土） 三軒茶屋小学校　小学 5 年生
平成 21 年 10 月 15 日（木）・23 日（金）　旭小学校 小学 4 年生
平成 21 年 10 月 20 日（火）・27 日（火）　旭小学校 小学 1 年生
平成 21 年 10 月 22 日（木）・29 日（木）　ほっとスクール城山 
平成 21 年 10 月 30 日（金）　三軒茶屋小学校　小学 1 年生
平成 21 年 10 月 30 日（金）　三軒茶屋小学校　小学 2 年生
平成 21 年 10 月 30 日（金）　三軒茶屋小学校　小学 6 年生
平成 21 年 10 月 31 日（土）　三軒茶屋小学校　小学 3 年生
平成 21 年 11 月 4 日（水）　三軒茶屋小学校　小学 4 年生
平成 21 年 11 月 24 日（火）・12 月 1 日（火）・3 日（木）　弦巻小学校　
6 組
平成 11 月 26 日（木）・27 日（金）・12 月 7 日（月） 　旭小学校　小学 3
年生
平成 21 年 12 月 15 日（火）・17 日（木）　砧中学校　中学１年生
平成 21 年 12 月 22 日（火）　梅丘中学校　中学 2 年生
平成 21 年 12 月 22 日（火）　弦巻小学校　小学 3 年生
平成 22 年 1 月 14 日（木）・15 日（金） 　北沢中学校　中学 3 年生
平成 22 年 1 月 14 日（木）・19 日（火） 　桜丘小学校　小学 2 年生
平成 22 年 1 月 14 日（木）・22 日（金） 　多聞小学校　小学 3 年生
平成 22 年 1 月 14 日（木）・22 日（金） 　多聞小学校　小学 4 年生
平成 22 年 1 月 20 日（水）・27 日（水） 　旭小学校　小学 2 年生
平成 22 年 1 月 21 日（木）・27 日（水） 　旭小学校　ひまらや学級
平成 22 年 1 月 22 日（金）・23 日（土）・28 日（木） 　祖師谷小学校　小
学 1 年生
平成 22 年 1 月 22 日（金）・23 日（土）・28 日（木） 　祖師谷小学校　小
学 2 年生
平成 22 年 2 月 1 日（月）・15 日（月）　弦巻小学校　小学 2 年生
平成 22 年 2 月 2 日（火）・9 日（火）　花見堂小学校　小学 1 年生・2 年生
平成 22 年 2 月 2 日（火）・5 日（金）　三軒茶屋小学校　小学 1 年生
平成 22 年 2 月 2 日（火）・5 日（金）　三軒茶屋小学校　小学 2 年生
平成 22 年 2 月 3 日（水）・17 日（水）・24 日（水）　弦巻小学校　小学 1
年生
平成 22 年 2 月 8 日（月）・9 日（火）　京西小学校 小学 1 年生
平成 22 年 2 月 9 日（火）　九品仏小学校　小学 1 年生
平成 22 年 2 月 9 日（火）　九品仏小学校　小学 2 年生
平成 22 年 2 月 11 日（木）・19 日（金） 　等々力小学校　小学 2 年生
平成 22 年 2 月 12 日（金）　駒沢小学校　小学 1 年生
平成 22 年 2 月 12 日（金）・16 日（火） 　給田小学校　小学 2 年生
平成 22 年 2 月 15 日（月）　奥沢小学校　小学 1 年生
平成 22 年 2 月 15 日（月）　ほっとスクール尾山台 
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先生のためのワークショップ
学校や劇場で、子どもたち向けの事業を担当しているメンバーが、先
生たち向けのワークショップを行います。
ここには「模範解答」はありません。でもたくさんの「ヒント」がある
はずです。
ただただ楽しんだり、いろいろ考えたり、新しい知り合いと話したり…
ワークショップの中の様々なところに、きっと「ヒント」を見つけられま
す。
（劇場ホームページ　ワークショップ紹介文より）

世田谷パブリックシアターの子どもたち向け事業でワークショップを行
っているファシリテーターが、先生方の要望をもとに各日毎にテーマ
を設定し、実際にワークショップを体験してもらう。テーマについて話
し合う時間を多く取り、先生、進行役、劇場、それぞれの立場か
らの意見を交換しながら、ともに考え、やってみることで「教えるヒン
ト」を探す。

日　　程：
〔1〕【ちょっと気軽に演劇ワークショップをやってみるコース】
　　　平成 21 年 7 月 31 日（金）10 時～ 17 時

〔2〕【じっくり演劇ワークショップについて考えるコース】
　　　平成 21 年 8 月 7 日（金）・8 日（土）10 時～ 17 時

対　　象：小学校・中学校・高校などの先生
進 行 役：富永圭一、すずきこーた、柏木陽、大西由紀子
参 加 費：〔1〕1,500 円
　　　　　〔2〕3,000 円（全 2 回分）
参加人数：延べ 14 人 / 全 3 回

中学校演劇部支援
縮小傾向にある世田谷区内の演劇部の活動を発展・活性化するこ
とを目的とし、演劇の専門家を世田谷区立中学校 4校の演劇部に
派遣し、創作活動を手助けする事業。演劇部を中心に中学生によ
る芸術活動が活発になるよう、各学校の演劇部の要望と、実際の
活動の様子に応じて支援する。

対　　象：弦巻中学校演劇部
進 行 役：野崎夏世、近藤春菜
平成 21 年 4 月 13 日（月）・20 日（月）・27 日（月）
5 月 11 日（月）
6 月 8 日（月）・15 日（月）・22 日（月）
7 月 6 日（月）・13 日（月）・25 日（土）
9 月 7 日（月）・14 日（月）・28 日（月）
10 月 5 日（月）・19 日（月）・26 日（月）
11 月 9 日（月）・30 日（月）
12 月 7 日（月）・14 日（月）・21 日（月）
平成 22 年 1 月 18 日（月）・25 日（火）
2 月 1 日（月）・8 日（月）・15 日（月）
3 月 1 日（月）・15 日（月）
全 28 回

対　　象：緑丘中学校演劇部
進 行 役：すずきこーた、大久保慎太郎
平成 21 年 5 月 26 日（火）
6 月 2 日（火）・9 日（火）・16 日（火）・18 日（木）・19 日（金）
7 月 7 日（火）・14 日（火）・21 日（火）
8 月 4 日（火）・6 日（木）・20 日（木）・23 日（日）
9 月 1 日（火）・2 日（水）・8 日（火）
10 月 6 日（火）・14 日（水）・18 日（日）・20 日（火）・23 日（金）・25
日（日）・26 日（月）・27 日（火）・29 日（木）・30 日（金）・31 日（土）
11 月 1 日（日）・10 日（火）・
12 月 1 日（火）・8 日（火）・15 日（火）
1 月 12 日（火）・19 日（火）
2 月 2 日（火）・16 日（火）・26 日（金）
3 月 2 日（火）・13 日（土）
全 39 回

対　　象：桜丘中学校演劇部
進 行 役：茶円茜
平成 21 年 6 月 2 日（火）・11 日（木）・16 日（火）
7 月 2 日（木）・7 日（火）・14 日（火）・21 日（火）・29 日（水）・30 日

（木）
8 月 5 日（水）
9 月 1 日（火）・10 日（木）・24 日（木）
10 月 20 日（火）・22 日（木）・27 日（火）・29 日（木）・31 日（土）
11 月 1 日（日）・5 日（木）・7 日（土）・10 日（火）・12 日（木） 
全 23 回

対　　象：山崎中学校演劇部
進 行 役：柏木陽
平成 21 年 5 月 30 日（土）
6 月 2 日（火）・12 日（金）・16 日（火）・26 日（金）
7 月 11 日（土）
9 月 4 日（金）・11 日（金）ほか
全 40 回

演劇部支援についてのワークショップ
世田谷パブリックシアターは、劇場内でワークショップを行うのと同じよ
うに、小学校や中学校でのワークショップ活動を 2003 年以来積極的
に行ってきました。 
その活動を続けてくる中で、演劇部についてのご相談を受けることも多
くなってきました。 
そこで、実際に演劇部の指導や支援をしている方、そしてそういった活
動に興味のある方とお会いし、演劇部の支援について一緒に考えてみ
たいと思います。 
お互いの経験を話し合ったり、もしかすると実際に身体を動かしたりす
るかも知れません。 
まずは、集まった皆さんで、演劇好きの子どもたちになにができるか、
知恵を出し合ってみましょう。
（劇場ホームページ　ワークショップ紹介文より）

学校の中にある創造の現場での活動を手助けするには、どのような
方法が考えられるか。演劇部の活動が生徒主体の活動でありつつ、
教育活動の一環であることを踏まえ、学校に演劇部があることの意
義と、支援のありかたを探る。

日　　程：2009 年 5 月 22 日（金）
対　　象：演劇部の支援に興味のある方
進 行 役：富永圭一
参 加 費：500 円
参加人数：3 名 / 全 1 回





16



17

論文編
世田谷パブリックシアターでは、「かなりゴキゲンなワークショップ巡回団」と称して、世田谷区内を
中心に小中学校へ出かけていってのワークショップを行っています。内容についてはそれぞれの学校
の先生と相談しながら決定していくために、あらかじめパッケージ化されたものはありません。長期の
こともあれば短期のこともあり、全てオーダーメイドのワークショップ（演劇作品）です。

ここに掲載されている論文は早稲田大学の角田真奈氏によるもので、「かなりゴキゲンなワークショッ
プ巡回団」を通して、ある小学校でおこなった学芸会に向けた活動をテーマとしています。当初、角
田氏の修士論文として書かれたものを、ご本人に要約していただき、掲載しています。

ともすると内部の視点だけで語られがちなワークショップの現場ですが、臨床心理学という専門の視
点からはどのように映ったのか、そしてそこにはどんな成果や効果が見られたのか、外部に評価を得
るといった立場において、私たちにとってはとても貴重な資料です。
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っていた。
　そのような経緯があり，不登校児童・生徒へのアプ
ローチのひとつとして演劇 WS をとらえ，不登校児童・
生徒に演劇 WS を実施することによる効果の検討をす
ることを，修士論文の内容として考えていた。
　しかし，コーディネーターの方々とお話させて頂く中
で，フリースクールで演劇 WS を実施して効果を測定
しよう等と簡単に計画を立てていたことを深く反省する
くらい，演劇 WS が自分の思っていた以上に深く，一
筋縄ではいかないものであることを思い知った。そもそ
も，演劇 WS そのものを自分が知らないことに気がつ
いた。ありがたいことに，コーディネーターの方々は，
そんな私を見捨てることなく，色々な演劇 WS を紹介
して下さった。そうして，見学，参加をしていく中で，
演劇 WS のイメージも何となくつかめるようになって
きて，同時に面白さが倍増し，不登校などの要因は置い
ておいて，演劇 WS そのものにテーマを絞り，向き合
っていこうと考えるようになった。そういった経緯によ
って，修士論文の調査として，小学校の学芸会の練習と
して行われた演劇 WS を調査できることとなった。
　今回の研究を経て，いまだに演劇 WS そのものにつ
いてハッキリ言葉にできないが，演劇 WS について，様々
な思い，考えをもつことが出来た。一般の子どもたちに
とっては，演劇経験といったら，学芸会くらいで，演劇
WS で行うようなことは初めての経験であることが多い
であろう。しかも，人前で発表することは恥ずかしそう
だし，複数のメンバーで相談しながら１つのものを作
り上げることも大変そうである。しかし，演劇 WS で，
そうしたことが，なんだか気がつかないうちに自然とで
きてしまっているのだ。恥ずかしい気持ちや仲間との葛
藤を乗り越える経験 !! といった熱い経験は，全くないわ
けではないが，むしろ，参加者はとても心地よく，楽し

かったことを覚えている。しかし，実のところ，演劇
WS についてはほとんど無知に等しく，当初コーディネ
ーターの方に語った研究計画は，かなり的外れなもので
あったかもしれない。
　そもそも，なぜ演劇 WS をテーマに修士論文を書き
たかったのかというと，私自身が大学生時代にサークル
で演劇をかじっていたことによる。当時の私は，演劇の
持つ意味などについて深く考えることはなかったのだ
が，自分自身やっていて楽しかったし，印象的な経験が
あったこともあり，演劇をテーマにした修士論文が書き
たかったのである。
　同時に大学生時代から，学齢期を対象とした臨床心理
学に興味があり，不登校児童・生徒の通うフリースクー
ルで学生スタッフをしていた。たまたま，学生スタッフ
の中に演劇経験者が数人おり，フリースクールの先生か
らの演劇を使った遊びのようなプログラムをやってみな
いかとの提案をうけ，あれやこれやと考えながら，数回
実施したことがあった。
　そこに通う子ども達について私がもっていた印象の一
つに，周りの目をとても気にする子どもが多いというこ
とがあった。例えば，美術の先生が来て，陶芸や絵画な
どを行っても，完成目前にやっぱり変だと言って振り出
しに戻してしまったり，下手だからやらないと言ったり
していた。私は，こういった子ども達を見ていて，演劇
ならうまい下手の基準がなく，変なことしたもの勝ちで，
表現を自由に楽しめるのにと思っていた。そのフリース
クールにおいては，その思いは正しかったようで，子ど
もたちはとても自由にのびのびと，楽しく参加してくれ
た。加えて，フリースクールという環境では，体を動
かしたり大きな声を出したりする機会も日常的にないた
め，これらの要素が含まれる演劇をフリースクールで行
うことは何か意味があることなのではないかと漠然と思

演劇ワークショプとの出会い

角田真奈　

　今回，早稲田大学臨床心理学研究領域の修士論文とし
て，世田谷パブリックシアターで実施されている演劇ワ
ークショップ（以下演劇 WS）をテーマとさせていただ
き『小学校における演劇ワークショップの臨床心理学的
意味について』というタイトルで，論文を執筆した。そ
こで，研究に至った経緯や，研究で感じたこと，考えた
ことをここで簡単に述べさせていただきたい。
　世田谷パブリックシアターの方々と知り合うきっかけ
となったのは，修士論文のテーマとして演劇 WS に興
味を持ちながらも，研究方針が定まらずにいた中みつけ
た「ラウンドテーブル『演劇と社会をつなぐ～これから
の教育普及を考える～』」という世田谷パブリックシア
ターでの催しに参加したことによる。以前から，世田谷
パブリックシアターで上演されている公演が好きで，よ
く見に行っていたため，様々なワークショップやレクチ
ャーが劇場にて活発に実施されているのは知っていた。
そのためラウンドテーブルに参加した時点では，とても
このような実績のある劇場で調査をすることが出来ると
は思わず，ただ何か研究の糸口をつかめたらと思ってい
た。そこで，ラウンドテーブルにて，演劇 WS のよう
なテーマで修士論文を書きたいため色々知りたいという
話しをしたころ，制作部長様の方から，この劇場での演
劇 WS で観察研究をしないかと声をかけて頂き，演劇
WS のコーディネーターをしているスタッフの方々をさ
っそく紹介して下さった。私としては，この上ないフィ
ールドであり，すぐにそのお話に飛びつき，とても嬉し
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ら大勢の子ども達がワッと出てきて，ファシリテーター
に駆け寄ってくるのである。初めての調査研究に不安な
気持ちの私自身もまた，ファシリテーターによって不安
を取り除いてもらったような気がして，子どもたちと同
じくすっかり虜になっていたような気がする。ファシリ
テーターという魅力的な人間との出会いからも，多くの
ものをえられるのだった。
　今回の調査を経て私は，学校現場での演劇 WS の実
践は，子どもの精神発達上意義があると考えており（フ
ァシリテーターによって子どもたちの受ける影響は異な
るのではないかといった問題などもあるように思うが），
今後少しでも多くの学校で取り入れられたらいいなと思
い描いてしまうのである。今回の修士論文が，ほんの少
しでも演劇 WS の広まりにつながったらとても嬉しい
と思う。

角田真奈（つのだ・まな）
（早稲田大学大学院人間科学研究科修士課程　学校カウ
ンセリング研究室）

く感じるのである。それは，演劇 WS で行われる演劇
が，大きな声を出し，自分をさらけ出し，アピールして
いくといった方法ではなく，日常生活や思い出の些細な
ことを思い出しながら再現していく作業であったからで
あると思っている。普段の雑談と大して変わらない中で
作品が出来てしまうのである。そんな風にして作品が出
来て，発表して，サポーティブな意見がもらえたら，な
んだかとってもいい気分になるのである。私自身が参加
した１日限りの演劇 WS は，そこまでで終了していた
ように思うが，調査を行った学校現場での演劇 WS は，
それだけでは終わらなかった。こういった経験をしたの
ち，ファシリテーターによって，例えば「男女が協力を
しながら劇を完成させる」といった課題が出され，子ど
もたちはそれに向き合わないといけない。子どもたちは，
そうした課題を魅力ある刺激として取り入れ，彼らなり
の演劇につなげていたのであった。
　このように，演劇 WS への私の印象は，友だち同士
の雑談の延長線にある活動といったものである。学校現
場での演劇 WS によって，友だち同士の雑談の延長を
経験することは，臨床心理学的にとても大切な経験であ
るように思う。演劇 WS という枠組みがあり，大人が
口出しはしないが見守ってくれているという守られた環
境での友だちとの関わりは，友人関係の複雑で不安定な
関係性の部分の無い，友だち付き合いの良い要素が凝縮
した経験であると考えられる。いじめ，不登校など問題
視される現代の学校生活において，演劇 WS で経験で
きる友だちとの関わり経験は，とても貴重なもののよう
に思う。
　このような演劇 WS にとって重要なのが，何と言っ
てもファシリテーターの持つ人間的な魅力である。子ど
もたちは，１年も２年も前に来たファシリテーターをち
ゃんと覚えていて，来校して廊下を通ると，各クラスか
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小学校における演劇ワークショップの
臨床心理学的意味について
The Meanings of Clinical Psychology of the Theatre Workshop at the Elementary School

角田　真奈
（早稲田大学大学院人間科学研究科修士課程　学校カウンセリング研究室）　　　　　

菅野　純
（早稲田大学人間科学学術院）
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　以上より，本研究では，学校現場で演劇 WS を行うこ
とについての子どもたちの意味について，探索的に検討
し，エスノグラフィーの手法によって仮説生成を行うこ
とを目的とする。演劇 WS についての研究を概観する
と，第三者的な視点で書かれた研究は少なく，臨床心理
学においては，演劇 WS について取り上げた研究は散
見されない。しかし，フリースクールにおいて演劇 WS
が行われていたり（小林，2005），演劇 WS とセラピー
的なものとの違いについて，演劇関係者によって述べら
れていたり（竹内，1998）など，何らかの心理的効果が
あることが予想される。よって，本研究では，演劇 WS
とは一体何なんだ，という点から明らかにすべく，学校
現場での演劇 WS において行われていることを詳細に
データとして記録することによって，そこから見えてく
る演劇 WS についての意味を検討していくこととする。
特に，子どもたちの劇の創作場面，それに対するファシ
リテーターの発言，指導を中心に観察し，あわせてファ
シリテーターへのインフォーマルインタビューと子ども
たちへの自由記述式アンケート調査を用いながら，演劇
WS の意味を検討していくこととする。

人間関係の広がる遊びができず，子どもの成長に大きな
歪みが出ているのではないかという指摘（深谷，1990）
もなされてきたが，現代では，集団の外遊びというのは，
どんどん難しい状況となっているようである（遠藤ら，
2007）。こういったなか，演劇関係者による体験的知見は，
こういった問題を持つ学校現場には魅力的なように見え
るであろう。
　しかしながら，これらの目的や効果は主に各演劇関係
者の体験的知見であり，須崎（2000）は，その意味や効
用について理論的な考察がなされてこなかったことを指
摘している。また堀切（2003）も，理念がまとめきれて
いないままに一種の「流行」めいたかたちで，演劇 WS
をはじめとした表現教育への試行が始まっている日本の
現状に言及しており，同時に表現教育の普及のための要
件として，学校現場も，そこに行く演劇関係者にも，総
合的な表現教育の意味について把握していくことが求め
られるだろうと述べている。イギリスをはじめとした欧
米諸国では「ドラマ」の時間が学校のカリキュラムに設
定されており，日本においても「総合的な学習の時間」
に表現活動を入れようとする動きもある（堀切，2002）。
だが日本の演劇 WS の現状として，各々がワークショ
ップに対して体験的に意味を持っているが，学校現場に
明示できる形の目的や効果を持ち合わせていないため，
広い普及につながらないことが推測される。実際に柄田

（2009）は，演劇 WS を行っている劇場の地域内の全小
学校を対象としたアンケート調査から，学校では，舞台
芸術が子どもに与える効果には期待しているものの，学
校としての受け入れ体制や位置づけの問題から積極的に
は動けないという状況にあることを明らかにしており，
事業の内容や効果が実感でき，多様な参加事業の中から
芸術を選択してもらう説得材料と機会が必要になるので
あることを示唆している。

第１章　問題と目的

　演劇 WS は，いわゆる舞台芸術作品としての演劇と
区別し，「参加者全体が，演劇的な活動を体験する場の
総称」と定義される（須崎，2000）。演劇 WS は，子ど
もたちの表現を豊かにしたり創造性を開発したりすると
いった教育的な目的を持つもの，コミュニティーの意識
を活性化させるもの，プロの俳優と演出家による舞台創
作を目的としたもの，など様々なものが存在する。近年
では，教育の現場において演劇関係者が演劇 WS を行
うという流れも増えつつある（小林，2005）。松井（2008）
は，現在日本では「演劇の公共的な役割」の議論がされ
るようになってきたが，公共的であるにはワークショッ
プ的な方法を用いた「演劇を用いた教育／演劇について
の教育」は不可欠であり，新しい「エデュケーション」
システムを構想することが緊急の課題であるとしてい
る。このように，演劇関係者にとって演劇 WS は，こ
れからの演劇を考えていく上で，重要な位置づけとなっ
てきているようである。
　こういった演劇 WS の目的や効果について，演劇関
係者の体験的知見として，竹内（1988）は「自己が問い
直される体験をすること」を挙げ，平田（2004）は，「演
劇を通じて身体表現や言葉，コミュニケーションなどに
興味を持つこと」としている。
　ところで，学校現場において，児童生徒たちの友人関
係の希薄化が叫ばれて久しい。また，子どもたちにとっ
ては仕事ともいえる遊びについても，遊びの性質が，屋
外から屋内へ，多人数から一人のものへ，さらに活動性
のあるものから少ない遊びへと変質を示しているなか，
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ァシリテーターのインフォーマルインタビューと児童へ
のアンケート調査をあわせてすることで，探索的に検討
していくことを目的とする。
　エスノグラフィーとは，人の行動，もしくは人とその
社会および人が作り出した人工物（artifacts）との関係
を，人間の営みのコンテキストをなるべく壊さないよう
な手続きで研究するフィールドワークという手法によっ
て集めたデータを分析・解釈した報告書である（箕浦，
1999）。そして特に，微視的な行動や相互作用のプロセ
スを観察ユニットとするものはマイクロ・エスノグラフ
ィーであるとされ，文化人類学者が文化社会に住み込み
調査した結果を記述するマクロ・エスノグラフィーとは
違った独自の研究方法論である（箕浦，1999）。　　
　また，フィールドワークは仮設生成的な調査法である 

（佐藤，2002）といわれるが，演劇 WS は広く知られて
いるものではなく，臨床心理学において演劇 WS の研
究は散見されない。よって，演劇 WS について研究す
るにあたっては，演劇 WS についての知見や今回の調
査での演劇 WS にて起こっていたことなどを詳細に記
録することによって，演劇 WS の臨床心理学的枠組か
ら見た仮説生成を行っていく必要がある。
　また，演劇というものは，数値化された評価が向か
ない性質を持っており，ある対談の中で，授業のカ
リキュラムに演劇が含まれているイギリスの実演家
Adriani(2000) は，「子どもたちの演技を採点しなくてす
めばどんなにいいか。」と話す。また，演劇 WS には個
別性が高いこと（予備調査でのファシリテーターの話か
ら）から，研究としていくには，数値化を目的とせず，
また個別性が重視されるように，ある現象が起きた文脈

（= コンテキスト）を丁寧に記述していく必要があるこ
とが，演劇 WS 研究をする上での注意点と言える。
　これらより，本研究では，参与観察とインタビューを

とがきっかけとなり，調査フィールドとして協力して頂
けることとなった。
　予備調査では，学校現場での演劇 WS には見学者と
いう立場で，劇場で実施された演劇 WS には一般参加
者という立場で参加し，本調査では，観察者としての立
場で参加した。
　本調査の参加児童に対しては，コーディネーターから
筆者について，「パブリックシアターの人ではないけど，
大学院生で，みんなの様子を研究したいということなの
で来ています。」「メモしたりすることもあります」と紹
介された。
　また，ファシリテーターやコーディネーターは，ニッ
クネームで児童に呼ばれていたため，筆者もそれに従っ
た。演劇 WS 中は積極的な参加はせず，少し離れて観
察する参与形態をとったが，演劇 WS の序盤（１，２回
目），ウォーミングアップとして実施されたゲームには，
人数合わせの関係もあり，児童と同じように参加した。
また，児童からの接触があった場合には応じ，必要に応
じて声かけも行った。よって，参与観察の形態としては，
フィールドにおいて，何かの役割を持って参加しないと
いけない「積極的な参与」と，観察者以外の役割を担わ
ずに観察する「消極的な参与」の中間といえる，「中程
度の参与」（柴山，2006）にあたる。
　また，調査終了後にファシリテーターとコーディネー
ターが打ち合わせを兼ねた昼食をとることも多くあった
が，筆者も同席させて頂き，様々な話しを聞かせていた
だいた。
　
第2節　エスノグラフィーを採用する意義

　本研究では，学校現場で行われている演劇 WS の意
味について，グループでの創作場面の観察を中心に，フ

　また，この劇場が公共劇場であるという点も，本研究
にて世田谷パブリックシアターをフィールドとする妥当
性として示すことができる。
　世田谷パブリックシアターは，舞台芸術の創造・発信
拠点として，また，区立の劇場として芸術と地域の関係
づくりの拠点として機能していくという明確な意志を持
った劇場であり，公共劇場・ホールで初めて「学芸」部
門を設置し，公共劇場・ホールの新しい方向性を拓いた
劇場である（柄田，2009）。そのため，ここでの活動を
参考にする劇場もあり，個別事例性が低く，区内の小中
学校での演劇 WS について，他劇場よりも実績ある劇
場である。また，行政と連携をとっているため，演劇
WS 実施による学校の出資は低く抑えられる。そのため，
予算を捻出する余裕のある学校の児童生徒や，演劇に対
して高い興味をもつ児童生徒に対してではなく，一般
的な区内の公立学校の児童生徒に対して演劇 WS が実
施される。よって，「だれでも参加できるもの」（川島，
2009）というワークショップの意味合いに，より一致す
ると考えられる。
　そして，本調査でフィールドとした Y 小学校は，以
前から世田谷パブリックシアターの教育普及事業を受け
入れており，小学校側の演劇 WS への理解も深いと思
われる。
　これらの点より，演劇 WS の意味について探索的に
検討し仮説生成していくにあたって，世田谷パブリック
シアターと Y 小学校は最適なフィールドであると考え
られる。

3．フィールドにおける研究者の立場

　筆者は，世田谷パブリックシアターにおいて開催され
たラウンドテーブル「演劇と社会をつなぐ～これからの
教育普及を考える～」に一般の参加者として出席したこ

第２章　研究方法

第1節　方法の概要

1．対象 

　本研究の調査対象は，世田谷パブリックシアターとい
う公共劇場で行われている演劇 WS である。世田谷パ
ブリックシアターは，財団法人せたがや文化財団が運営
している，演劇やダンスのための専門劇場であり，加え
て上演目的のみの劇場ではなく，公共劇場として，参加
体験活動＝ワークショップが活発に企画されている。
　本研究では，こういったワークショップ事業の一環で
ある，学校現場へ出向く演劇 WS を取り上げる。対象
の演劇 WS 参加者となったのは，東京都 Z 区内 Y 小学
校の 5 年生（全 2 クラス，男児 27 名，女児 23 名，計
50名）の学芸会の練習として実施された演劇WSである。
この演劇 WS に参加したのは，小学校 5 年生の児童と
担任の教師，ワークショップのファシリテーターとアシ
スタント，コーディネーター数名，調査者である筆者，
調査補助者である院生または学部生である。

2．フィールドとしての妥当性

　世田谷パブリックシアターは，演劇 WS について紹
介されている文献の多くにおいて，「青年団」を主宰す
る平田オリザ等とともに，日本での代表的な演劇 WS
事業を行っている劇場として挙げられている（中野，
2001；堀切 2002 など）。よって，演劇 WS をテーマに
するにあたって，演劇 WS の「質的な典型性」（山田，
1986）を備えているといえる。
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査を具体的方法とするフィールドワークである。参与観
察とインフォーマルインタビューは，フィールドメモ，
ビデオ撮影により記録し，フィールドワーク終了後，当
日中にフィールドノーツとして保存した。
　自由記述式のアンケート調査は，担任の先生と相談し，
実施時期を決定した。児童達がグループ創作に慣れ，教
示内容ついて考えることが可能であると担任が判断した
第 7 回終了後に１回目，第 14 回終了後 2 回目を実施した。
しかし，1 つのクラスは，2 回目の調査を第 14 回に実施
することができず，学芸会本番当日の出番終了後に実施
されている。なお，アンケートの配布，実施は担任の先
生にホームルームなどの空き時間を利用して実施して頂
き，筆者は立ち会わなかったが，筆者の配布したアンケ
ートであることは説明されている状態で実施された。教
示文は，「今日気がついたことを書いてください。（例：
自分の意見を伝えるのがむずかしかった。○○ちゃんが，
いつもと違う感じでビックリ）」，「かんそう」の 2 つで
ある。なお，用紙は付録に添付している。
　また，学芸会終了後に授業内に書かれた作文について
も，担任の先生からコピーを頂き，データとすることと
した。
　なお，研究計画，調査方法については，予備調査前，
予備調査後，本調査後の 3 回，コーディネーターとの話
し合いを行っている。また，学校現場での演劇 WS の
構造や実施までの学校とのやりとりについての情報も収
集した。

②調査期間 (Table1)

コーディネーターとの話し合い
　X 年 6 月，8 月，1 月に 3 回実施。
参加観察とインフォーマルインタビュー
　予備調査は X 年６月から 8 月までの期間に 4 回実施。

③使用するデータ

　参与観察，インフォーマルインタビューによるフィー
ルドノーツ，自由記述式アンケートの 2 種類を使用する。
フィールドノーツは，現場でとったフィールドメモを中
心に，ビデオ記録の情報も補足して記述したものである。

④分析方法

フィールドノーツの分析
　予備調査において抽出された理論的枠組み「受容の経
験」「表現すること」「不合理の経験」「遊び」について
それぞれ事例をとりあげ，心理学的枠組みで考察する。
自由記述式アンケートの分析
　フィールドノーツに登場する児童やそのグループにお
ける現象を説明する材料として，個別データのまま使用
することとした。
ファシリテーターの指導についての分析
　フィールドノーツに登場する児童やそのグループにお
ける現象を説明するため，ファシリテーターの発言内容
を分析することとした。フィールドノーツをもとに，フ
ァシリテーターが児童全体に向けて話したことを抽出
し，コーディングを行った。また，コーディングされた
コードから，演劇 WS を通して言われていたこと，あ
る時期に特定して言われていたことなど，回数による変
化も記述した。

　本調査は X 年 10 月から 11 月までの期間に 16 回実施
した。なお，本調査に関しては，ファシリテーターが参
加している 5 年生の学芸会練習の全日程に筆者が参加し
ている。
自由記述式アンケート調査
　本調査期間中に 2 回と，以後 X 年 12 月に 1 回の 3 回
を実施。

Table1　フィールドワーク全日程
回

数

Date フィールドノー

ツ

出来事 記録

1 X年 6月 5日 ― コーディネーターと

の話し合い

なし

2 X年 6月 11日 予備調査第 1回 予備調査 ( 中学校で

のコミュニケーショ

ン授業 )

メモ

3 X年 6月 17日 予備調査第 2回 予備調査 ( 小学校で

の研究授業 )

メモ

4 X年 7月 8日 予備調査第 3回 予備調査 ( 一般参加

者の演劇W.S.)

メモ

5 X年 8月 7日 予備調査第 4回 予備調査 ( 教員対象

の演劇W.S.)

メモ

6 X年 8月 10日 ― コーディネーターと

話し合い

なし

7 X年 10月 13日 第 1回 本調査開始，導入 メモ
8 X年 10月 14日 第 2回 導入 メモ・撮影
9 X年 10月 22日 第 3回 シーンづくり メモ
10 X年 11月 4日 第 4回 シーンづくり メモ
11 X年 11月 9日 第 5回 シーンづくり メモ・撮影
12 X年 11月 11日 第 6回 シーンづくり メモ・撮影※ 1
13 X年 11月 12日 第 7回 シーンづくり メモ・撮影
14 X年 11月 16日 第 8回 シーンづくり メモ・撮影※ 1
15 X年 11月 17日 第 9回 シーンづくり メモ・撮影
16 X年 11月 18日 第 10回 シーンづくり メモ・撮影
17 X年 11月 20日 第 11回 シーンづくり メモ・撮影
18 X年 11月 24日 第 12回 シーンづくり メモ・撮影
19 X年 11月 25日 第 13回 とおし練習 メモ・撮影
20 X年 11月 26日 第 14回 通し練習 メモ・撮影
21 X年 11月 27日 ― 本番（児童対象） メモ
22 X年 11月 28日 ― 本番（保護者対象） メモ
23 X年 12月 11日 ― 学校へ感想文の受け

取り

なし

24 　 ― コーディネーターと

の話し合い

なし

※1　第 6回，第 8回の撮影につては，ビデオカメラのマイクの不備により，音声が録音されなかった。

主要技法としつつ，調査法や文献収集なども併用する（柴
山 2006）エスノグラフィーを採用することとする。 

第3節　調査目的と研究手続き

1．調査目的

予備調査
　世田谷パブリックシアターが実施している演劇 WS に
ついての基礎情報の収集，本調査で実施する調査方法に
ついての検討，本研究の考察における理論的枠組みの設
定のための情報収集を行うことを目的として，演劇 WS
の見学と参加，ファシリテーターへのインフォーマルイ
ンタビューを実施すること。
本調査
　学芸会の練習という枠で行われる演劇 WS において，
児童のグループ創作場面のやり取りに注目し，演劇 WS
をすることの意味について，フィールドワークによって
探索的に検討すること。

2．研究手続き

①調査方法

予備調査
　参与観察とインフォーマルインタビューによるフィー
ルドワークである。調査中はフィールドメモで記録し，
調査終了後の当日中にフィールドノーツを作成し，保存
した。
本調査
　参与観察，ファシリテーターへのインフォーマルイン
タビュー調査，参加児童への自由記述式のアンケート調
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　5 年生という時期的なものもあり，練習初期は男女で
ペアになることへの拒否感が強かったり，ファシリテー
ターが全員に向けて意志表示を確認するような時には，

「はい」「いいえ」を声にすることが少なかったりする様
子が見られた。
　全体的には，恥ずかしくて何もできない，拒否的な態
度をとる，といった児童は見られず，全体的に積極的な
参加をしていたような印象を受けた。

④実施場所

体育館または多目的室で実施されていた。
体 育 館 ：通常の小学校の体育館。グループ作業では，

各グループ思い思いの場所に散って活動し
ていた。

多目的室：部屋の 1 面はホワイトボード，3 面は窓であ
り，他は壁際にある棚以外何もないため，
明るく見える。上履きは，入口にある靴置
き場にしまい，靴下で入室する。体育館程
の広さはないため，グループ作業中はグル
ープごとの境界が曖昧なこともあった。

⑤演劇 WS 開始前に決まっていたこと

　ファシリテーター，コーディネーター側に，担任の教
師から，環境破壊についての既製の児童演劇の脚本が提
示され，これをもとにしたテーマの劇にしたいとの話が
あった。テーマは，“おそすぎないうちに”である。これは，
無くなってしまってからその大切さに気がついても遅い
のであるという意味である。ファシリテーター，コーデ
ィネーター，教師での話し合いをとおして，教師は劇中
の歌を使用したいが，脚本の内容は変更して構わないと
いうことが明らかにされた。そのため，台本については，
演劇 WS を通して児童たち自身で内容を作っていくこ

②参加者の属性

5 年生の児童
1 クラス 25 名，2 クラス編成。計 50 名。

担任の教師
1 組はベテランの女性の先生。前回の 3 年生の学芸会

の時も担任であった。

2 組は若手の男性の先生。学芸会は初めてである。

教師もグループ作業中は各グループを周り，指導をし

たりしていた。また，児童が騒がしい時など，練習か

ら逸脱するような様子が見られた時は，積極的に注意

していた。

ファシリテーター
子どもや地域社会を対象とした演劇 WS を実施してい

る NPO 法人を立ち上げている 30 代後半の男性。児童

には「おっちゃん」と呼ばれていた。前回の学芸会に

おいても現 5 年生を担当していた。

アシスタント
ファシリテーターが不在時には，練習を取りまとめて

いる，20 代後半の男性。

児童には「シンタ」と呼ばれている。

コーディネーター
5 名程が，一連の学芸会の期間中に参加しており，毎

回 2 名程のコーディネーターが参加している。属性と

しては，学芸担当の 20 ～ 30 代の男性，女性と，制作

部長の女性である。

③参加児童の様子

　児童はファシリテーターやコーディネーターと 3 年生
の時に一緒に活動しているので，初回から「おっちゃん
だー」と口々に言っていた。

○「生活」の授業と連動して
○「総合的な学習の時間」で
○その他

②参加スタッフ

　参加するスタッフは，劇場の学芸担当であるコーディ
ネーターと，劇場と契約を結んでいるファシリテーター
である。コーディネーターは学校への宣伝活動，学校と
の連携など，演劇 WS のコーディネートを行っている。
また，ワークショップ内では，ファシリテーターのアシ
スタントとしての役割も行っている。
　ファシリテーターは，各地で演劇 WS を実施してい
るプロの演劇関係者である

2．Y 小学校での演劇ワークショップの概要

① Y 小学校において演劇 WS を実施した経緯

　Y 小学校と世田谷パブリックシアターの関わりは，7
年前「読書の時間」内に演劇 WS を実施したのが最初
である。その後，2 年前の前回の学芸会（隔年実施）に
おいても演劇 WS を実施し，現 5 年生は今回のように
演劇 WS によって，劇を完成させている。今回の学芸
会においても，学芸会の導入として各学年 2 コマほど演
劇 WS を実施して欲しいという Y 小学校からの申し出
があり，実施に至った。その中で，前回の学芸会で関わ
りの深かった教師の現在担当している 2 年生，5 年生の
練習のみ，導入だけではなく学芸会の練習を通して関わ
るということとなった。よって，今回の学芸会は，Y 小
学校の全学年に対して，学芸会の練習初期に世田谷パ
ブリックシアターの演劇 WS を実施し，特に 2 年生と 5
年生は，その作品づくりを演劇 WS を通して行うこと
となった。

第３章　結果と考察

第1節　学校現場での演劇ワークショップの構造

1．世田谷パブリックシアターによる学校への
　  教育普及事業について

　世田谷パブリックシアターでの学校現場への教育普及
事業としては，学校に出向いてワークショップを行う活
動「かなりゴキゲンなワークショップ巡回団」や，観劇
をした後に児童も一緒に劇に参加していく「＠スクール
公演」といったものがある。本研究では，「かなりゴキ
ゲンなワークショップ巡回団」の活動を対象としたため，
この事業の概要について説明することとする。なお，こ
れは，コーディネーターから受けた情報である。

①「かなりゴキゲンなワークショップ巡回団」の概要

　「かなりゴキゲンなワークショップ巡回団」は，今年
で 7 年目となるワークショップ事業であり，2007 年度
には，区内の小中学校のうち 15 校，延べ 111 日間実施
されていた。対象は小学校 1 年生から中学校 3 年生まで
であり，クラス単位，学年単位，学校単位，クラブとい
った参加単位で実施可能である。活動内容については，
学校の教員と話し合いによって決められていく。これま
で行われた演劇 WS の例としては，以下のようである。

○学芸会・学習発表会を控えて
○「日本語」の授業と連動して
○「国語」の授業と連動して
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⇒グループで作り上げた作品を発表して，ポジティブ
な意見をもらって g 達成感が大きかった，という意
見が大半であった。

○これまで様々なワークショップに参加してきた参加
者の感想

⇒今まで良い印象がなかったが，h やらされる感じがな
く，自然だった。

≪参加者としての筆者≫

○他の参加者と同じように参加してみた感想
⇒ i 安心して取り組める。頑張らなくてもいい。
⇒ j イメージを共有することが大切になってくるので，

自然と一体感が出てくる。
⇒ k“やりたい”という気持ちが自然とわいてくる。
⇒グループ創作では，やりたいという気持ちがメンバ

ーに共通しているので，l 言葉を多く使わなくても，
自然と作品になっていく。多数決などしてないのに，
意見が絞られていくのが不思議。

⇒参加者が色々な表情を見せる「こんな人」とひとこ
とで言えない，m 参加者の多くの側面が引き出され
ている感じがした。

⇒お互い普段は何者か知らないので，n 何もしがらみが
なく，子どものようにはしゃげる。

「先生のためのワークショップ」

≪参加者の先生から≫

○なぜ演劇 WS を児童にやらせたいと思っているのか。
⇒最近の子どもたちはとにかく忙しい。習い事や塾が

あるため，帰り道で遊ぶ，放課後に集まって遊ぶと
いうことがなくなった。

　演劇 WS が，o 遊びの部分につながればいいと思って

てやっているのではない，それでも表現しているの
で，しっかり見ないといけない。

　先生的な指導はするつもりはないが，その点だけは
こだわる。後には引きずらない。

児童文化部会の小学校教員の研究授業

≪参加者の教員≫

○小 1 にだるまさんが転んだの発展形のゲームを行っ
たのだが，児童たちは，なかなかうまくやることが
出来ないにもかかわらず，真剣に取り組んでいた。

　そのことについての教員からの感想
⇒ゲームという，d やらされていない雰囲気の中で，ル

ールを学ぶことがいいと思った。
　（今回は“待つ”“しゃべらない”といったことを守

らないと進めないゲームだった。）
⇒我慢すれば，次に e 楽しいことが待っている，とい

うことが分かっていて，頑張って取り組んでいたよ
うに見えた。

≪ファシリテーター≫

○今回の演劇 WS の意図
⇒人生は不条理なことが多いのに，目的のある行動を

求め続けられる。芸術という不条理・不合理に出会
って，f 社会の不合理に出立ったときに強い子を作り
たい。年が上がるほど，“わかる”を求める。小学校
1 年生はまだ“わかる”を気にしない

デイ・イン・ザ・シアター

≪参加者≫

○感想

②結果

・ファシリテーターへのインフォーマルインタビュー
・参加者の感想
・参加者としての筆者の感想
によって得られた内容について記す。

「かなりゴキゲンなワークショップ巡回団」

≪ファシリテーター≫

○学校からのオーダーと，それを内容にどう反映させ
るのかについて

⇒コミュニケーションの授業でやるという，オーダー
があった。

　コミュニケーションは，演劇にそもそも含まれる部
分であるから，基本的な演劇 WS から，最後コミュ
ニケーションの部分を抜粋・強調する形で締めくく
りとした。

　オーダーがはっきりある場合は，それにそってプロ
グラムを作成する。

○冒頭，ファシリテーターのテンションが低かったこ
とについて

　ファシリテーターは楽しそうに進めていくイメージ
があるが，意図的なものなのか？

⇒意図的ではなく，不安の表れを a そのまま出してい
るだけ。

○発表を見る姿勢について，急に生徒を怒ったことに
ついて

⇒意図的ではなく，生徒たちの行為に本当に気分が悪
くなったため，それを b 素直に出しただけ。人の一
生懸命やっている c 表現を茶化すことは許せないた
め，そこはビシッとする。そもそもみんなやりたく

とが決定した。
　また，事前準備として，ファシリテーターと教師で項
目を作ったアンケートを実施している。これは，「なく
なって困る人・もの」について考える内容になっている。

第2節　学校現場での演劇ワークショップの実際

1. 予備調査

　世田谷パブリックシアターで実施されている演劇 WS
の基礎情報の収集，本調査で実施する調査方法について
の検討，本研究の考察における理論的枠組みの設定のた
めの情報収集を行うことを目的として，演劇 WS の見
学と参加，ファシリテーターへのインフォーマルインタ
ビューを行った。
　この項では，予備調査で得られたことをもとに，本研
究における理論的枠組みの検討を行う。なお，予備調査
でのインタビュー対象は，本調査でのファシリテーター
以外のファシリテーターも含まれる。

①演劇 WS の概要

・中学 1 年生のコミュニケーションの授業「かなり
ゴキゲンなワークショップ巡回団」
[ 筆者は見学者として ]
・児童文化部会の小学校教員の研究授業 .
小学校 1 年生をモデルとした「身体を使った表現」
[ 筆者は見学者として ]
見学した教員を対象のワークショップ
[ 筆者は参加者として ]　 
・一般参加者対象の「デイ・イン・ザ・シアター」
[ 筆者は参加者として ]　※劇場で実施
・教職員向けの「先生のためのワークショップ」
[ 筆者は参加者として ]　※劇場で実施
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Table3　台本の流れ
場面 動き

（１）４つの自然
【海の中，山，土の中，空の上】

　

海の中→山→土の中→空の上の順
に登場，各グループ以下の流れで
実施。
①一斉に走って登場。

（自然の効果音を言いながら）
②自然を体でストップモーション
で表す。

「ここは○○（例：海の中）！」
③生き物でセリフを話す
④ハケる

（２）天使悪魔会議１
　

①全員天使，悪魔に分かれて舞台
上に登場。1 人一言以上のセリフ
がある。
②歌「どうせ地球なんて」※既製

（３）人間界
　

①４グループが舞台上に上がり後
方で待機，順番に前方中央で発表
をする。ＴＶ局，消防士，警官，
マフィア
②次の３グループが登場。同じよ
うに前方中央に出て発表する。家
族の会話，二ート，派遣切り
③次の３チームが登場。同じよう
に前方中央で発表する。農家の後
継ぎ，イチゴ農家，木こり

（４）天使悪魔会議２
　

①全員天使，悪魔に分かれて舞台
上に登場。1 人一言以上のセリフ
がある。
②歌「おそすぎないうちに」※既
製　歌いながらカーテンコール

いる。

≪ファシリテーターから≫

○演劇 WS について研究することについて，ファシリ
テーターの立場からはどう思うか。

⇒それぞれのワークショップで，起こっていることは
違ってくるから，自分は事例として記述しているも
のを本にしている。

　研究するなら，その p 個別性を知っていないといけ
ない。

○演劇 WS の要素について
⇒① q 表現すること，② r 他者を受け入れること，③ s

空想すること

③予備調査を通して見えた演劇 WS の要素

　インタビューや感想から，「受容の経験」，「表現する
こと」，「不合理の経験」，「遊び」，という 4 つの要素に
分けることとする。「受容の経験」とは，自己を受容す
る，他者を受容する，他者に受容される，といった経験
のこととする。「表現すること」とは，自分の考えたこ
とを表現していくことであり，その表現は，どんなもの
でも尊重されるということとする。「不合理の経験」とは，
自分のイメージする大人像とは違うファシリテーターの
存在や，学校でやることとは思えないことに出会うこと
と，せっかく楽しかった時間を急に切られる困惑のこと
とする。「遊び」は，楽しさが根底にあるから出来る取
り組みであり，言葉のいらない他者との関わりとする。
　以下に各要素に含まれる，調査で得られた回答を記載
する（Table2）。

Table2　　演劇 WS の 4 つの要素
要素 回答

受容の経験
　

a そのまま出しているだけ
b 素直に出しただけ
i 安心
r 他者を受け入れること
n 何もしがらみがなく
m 参加者の多くの側面が引き出されている

表現すること
　

c 表現を茶化すことは許せない
g 達成感
q 表現すること

不合理の経験
　

a そのまま出しているだけ
b 素直に出しただけ
f 社会の不合理に出立ったときに強い子を作りたい

遊び
　

d やらされていない雰囲気の中で，ルールを学ぶ
e 楽しいことが待っている
h やらされる感じがなく
j イメージを共有
k“やりたい”
l 言葉を多く使わなくても
o 遊び
s 空想すること

導入
第 1回～第 3回
計 5コマ

グループ創作①
〈自然〉

第 4回～第 7回
計 5コマ

グループ創作②
〈人間界〉

第 7回～第 9回
計 3コマ

通し練習
会議場面練習

第 10 回～第 13 回
計 5コマ

リハーサル
第 14 回
計 1コマ

学芸会
第 15・16 回

④調査方法の検討

　ファシリテーターへのインフォーマルインタビューか
ら，演劇 WS における「個別性」を重視する必要がわ
かった。よって，文脈を丁寧に記述していく調査法であ
る必要性があることがわかる。文脈を記述することで，
過度の一般化を防ぎ，一方で，ある文脈における意味，
効果を明らかにすることが出来ると考える。

2.　演劇ワークショップ実施の流れ

　演劇 WS について記述していくにあたり，まず本項
にて，本調査での演劇 WS を紹介するという目的のもと，
流れと，行われた内容について記述することとする。
　はじめに，学芸会の練習という一連の演劇 WS を，
その内容から 6 期に分け，各期の実施回数を併記し，本
調査での演劇 WS の大きな流れを示した（Figure1）。
　次に，練習をとおして出来上がっていく学芸会の台本
内容（Table3）について記述した。

Figure1 演劇ワークショップの流れ
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ファシリテーターが介入しても男女が関わることができ
ず，教師が介入しないと男女が関わることはできなかっ
た。この事例以外にも，男子，女子共に，シーンの話し
合いをしたいと思っても，相手の様子を伺うまでで終わ
る（第 4 回），ファシリテーターが，見ている人に伝え
るためには協力が必要だと話しても，ファシリテーター
が去ると，すぐに男女分裂する（第 5 回）ということが
見られた。こういった状況は，4 つの自然の創作 1 回目
にあたる第 4 回と第 5 回に見られた。しかし，第 5 回の
最後に，山グループの発表を見たことにより，後の第 6
回目から関わりが見られ始める。

【事例 2 ＜第 5 回＞】山グループの経過の発表。

おっちゃん「じゃあ，山メンバーでておいで。」山グルー

プ，全員手を挙げるのが速かった。

～発表～

このグループは，生き物がしゃべるセリフ

も決めている。

大まかにはシーンが出来上がっている。

見ていた児童は，口々に何か感想を言って

いる。だいたい，すごい進んでいるという

驚き。山グループ「最後セリフ覚えてなか

った…」

おっちゃん「いやいやいや，今この人たち

（山チーム）から聞こえてくるのは反省の弁

ばかりですが，見ていたチームは，うそそ

んなところまで出来てるわけみたいな感じ

だったと思うよ。だいぶね，やってることも，

あなるほどと思えるくらいわかったし，お

もしろいし，あーそーなんだって，ちょっ

と驚きもあるっていうか，木が騒がしくな

第3節　教育現場での演劇ワークショップの
　　　　臨床心理学的意味

　本節では，予備調査より抽出された演劇 WS の 4 つ
の要素「受容の経験」「表現すること」「不合理の経験」「遊
び」に従って，事例やアンケート調査を取り上げながら
臨床心理学的意味を考察していくこととする。

1．受容の経験

①他者受容

【事例 1 ＜第 4 回＞】海のシーン創作 1 回目

話し合いらしいことは進まず，男女バラバラ。　

女子は，コーディネーターと一緒に波，ワカメを手で

表現し始める。

シンタさん来て，集合をかける。

集合するときに誰が女子の隣に行くかでじゃれたりし

ている。

輪を作らせて座る。しかし，男女 2 つに分かれたまま。

～省略～

シンタさんは，男子も一緒にやるように呼ぶが，男子

は来ない。

K くん「女子が海って言ったから」とシンタさんに言う。

シンタさん，まず男女分かれて創作し，後で合わせる

ことを提案。

男子喜び，K くんが率先して円陣を組む。

K くん「きこりをやろう」

R くんが，きこりの動きをし始める，男子みんなが続く。

　　このように男女分かれる作業が多く，海グループは，

3．ファシリテーターの指導内容について

　フィールドノーツに登場する児童やそのグループにお
ける現象を説明するため，ファシリテーターの発言内容
を分析することとした。フィールドノーツをもとに，フ
ァシリテーターが児童全体に向けて話したこと，グルー
プ全体に話したことのうち細かな動き等の演技指導以外
の話したこと，2 点を抽出し，コーディングを行った。
また，コーディングされたコードから，演劇 WS 通し
て言われていたこと，ある時期に特定して言われていた

《導入》 《創作①》

※各期の最上段は ,  その時期のみに多く聞かれたもの。

《創作②》 《通し練習》

やる気 元気

協力 協力

考える

肯定

観客の視点 身体への意識

肯定 肯定

伝える

〈観客〉

〈セリフ〉

ライバル

芝居指導

反応

伝える

〈元気〉

〈観客〉

〈言葉〉

協力

考える

肯定

伝える

〈周囲に〉

芝居とは

受けとめ

舞台のルール

ことなどの変化も記述した（Figure2）。
　結果，「協力」「考える」「肯定」「伝える」ということが，
比較的継続的に言われていたことであり，特定の時期に頻
繁に言われていたこととしては，ウォーミングアップ期に
は「やる気」，グループ創作①では「元気」，グループ創作
②では「観客の視点」，通し練習では「身体への意識」で
あった。

Figure2 ファシリテーターの指導内容と変化
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うになるため，その中で異性と遊ぶのはおかしい，面
倒であると感じ，反発する感情も芽生えてくる（佐藤，
2000）。今回の演劇 WS 中も，難しい時期なのはわかっ
ているが協力しよう，という言葉がファシリテーターか
ら出ている。しかし，他のグループ創作が進んでいて褒
められている状況を目の当たりにした経験が，導入期に
たきつけられたやる気を具体性のあるものにさせ，ある
程度の男女の協力，さらには女子による男子の受容を可
能にさせたのではないか。
　今回は，山グループというライバルの進展により男女
の協力関係が生まれ，作品の創作が進んだのだが，ライ
バルによって事態が好転するということは，自己効力感
の高さによるものであるといえる。児童期後期において，
ライバルに対する競争心は高く意識されているが，「自
分はこれくらいできる」といった有能感である自己効力
感が高い者は低い者よりも，ライバルを好意的に捉えて
いるため，やる気が喚起される（宮原・吉良，2002）と
されている。そのため，今回の演劇 WS の児童たちは
自己効力感が高かったと考えられる。
　児童期後期の段階で自己効力感を高めるにあたって
は，教師や親などの周りの人間が生活に大きな影響を
与える（宮原・吉良，2002）とされているが，演劇
WS においての周囲の大人はファシリテーターとなる。
Figure2 において示したように，「肯定」を示す言葉は
今回の演劇 WS を通して聞かれた言葉であり，発表さ
れた作品には様々な改善点を与えつつも，必ずほめの要
素が入っている。そのため，児童たちは作品を作ること
を通じて，ファシリテーターから受容される経験を重ね
ており，自己効力感が高まった状態であったということ
が考えられる。
　また，この競争心は，達成動機のひとつとされてい
る（堀野・森，1991）が，【事例 6】は達成動機による

ようになっていった。
　以後，海グループは男女の協力関係に大きな変化は見
られなかったが，第 7 回の終了後のアンケート調査では，
A さん「ひそかにクラゲの死体をやってくれていた」，
D さん「Y くんが積極的にみんなを引っ張っていた」，
G さん「班のみんなが協力していた」といった記述がみ
られ，男子の行動に好き勝手さを感じるものの（第 6 回
A さん「こっちの言うことも聞きなさいよ」），評価も
していることが伺えた。

【事例 6 ＜ 5 回目＞】海グループの練習

5 人で肩を組むイカのシーンの間に勝手出て行ってし

まった M くんを，Y くんは戻ってくるころあいを見て，

入れてあげる。

次に男子は生き物の打ち合わせ。

Y くん「みんな，最初クラゲやろうぜ，M，クラゲやって」

⇒イカ役男子で練習。

Y くん，女子がセリフで「息苦しいよ」と話している

間に，クラゲが死ぬ様子を挟むことを提案した。

　男子のみのリーダーである Y くんは，マイペースな
M くんに対して厳しく注意することが多く，第 7 回終
了後のアンケート調査でも，他児の悪い点を書く児童が
いない中，「相手が話を聞いてくれない（M とか）」と
記入している。しかし，第 5 回では，【事例 6】のよう
に M くんを受け入れ，さらにアイデアを取り入れると
いう様子が見られている。

　＜考察＞

　児童期後期から青年期にあたる時期は，性差を意識し
始める時期であり，男子は男子で，女子は女子で遊ぶよ

【事例 4 ＜第 6 回＞】海グループの練習

Y くん「いいこと思いついた」「タイム」と女子に伝える。

K くん，少し離れている女子に伝わるように，手でバ

ッテンマークを作る。

Y くん，引き潮の動きを修正した。後ろ向きで戻るの

ではなく，前向きでお尻が引っぱられるように戻るア

イデア。⇒ M くん，グーサインをする。

【事例 5 ＜第 7 回＞】海グループの練習

シンタさん，女子のセリフにある「最近クラゲ見ないね」

に合わせて男子がクラゲの死ぬところをやっていると

いうことを伝える。

女子「しらなかったー」

女子は，男子のクラゲを目立たせようと，セリフをア

レンジすることを提案する。

A さん「クラゲが死んでるっていれればいい」

Y くん「それはダメ」⇒話し合いにならず。

　第 5 回の山グループの発表後の第 6 回の練習では，冒
頭から一部の男女が話し合いを進める様子が見られた。
男子は一方的であったりと，女子の言うことを聞きたが
らない様子も見られたが，自発的な女子への関わりが見
られた。一方女子は，関わりを持つようになったことに
加え，【事例 5】では男子のアイデアを生かそうとする
動きをみせ，事例以外の場面でも，自発的に男子にセリ
フのタイミングを教える（第 6 回），ファシリテーター
の言うことを聞かない男子を見て，ファシリテーターと
同じように男子に働きかけをする（第 7 回）といった行
動も取るようになっており，”いい劇をつくる”という
目的のもと，男子より大人の目線で協力する姿勢を取る

いから水が濁ってるんだーってすごく面白

い。うまくできてんじゃねぇ？後ろでバサ

バサバサって倒れている木もね，あー環境

破壊って感じで，超おもしろいっすょ。こ

のシーン，いいんじゃないっすか？いけて

んじゃないっすか？いい感じだと思います

よ。

　海グループが生き物を決めている最中であった段階
で，山グループはセリフを言うところまで完成していた。
ここで，見ていた児童たちはザワザワし始め，加えてフ
ァシリテーターが山グループのことをほめたため，海グ
ループは，多少なりとも焦った様子であった。

【事例 3 ＜第 6 回＞】海グループの練習

Y くん，T くんと女子 2 人で生き物のシーンについて

の話し合いをする。

T くんは途中で抜ける。Y くんも，女子の言うなりには

動かない。

⇒話し合いは終了。

初めから海のシーンを通す。

⇒うず潮から泡になり「ここは海の中」までで終了。

なんとなくみんながお辞儀をしてフェードアウト。

Y くんは，先ほどと同じ女子 2 人と生き物シーンにつ

いて話す。

A さん「貝 2 人ね！」と，男子に呼び掛ける。

K くん，R くんの座っているところに Y くんが座る。

⇒他の男子も集まって座り，話しあいの態勢に。

Y くん，T くん，N くんが，男子の話し合いの場と女

子との間を行き来する。
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い，作品として成立させてくれるような受容をしてくれ
るという経験は重要であると考えられる。
　また，ファシリテーターは，グループ創作を肯定する
際，その根拠を明確に添えることも多い。児童期後半か
ら，青年期前期にかけてみられることに第二反抗期とい
うものがあるが，第二反抗期では，大人に対して不信感
をもち，反抗的な態度をとるようになる（石田，1995）。
5 年生という対象では，児童たちが受容されていると感
じるには，「いいねぇ，面白いねぇ」だけではなく，フ
ァシリテーター自身の考えを提示することも必要なこと
であるだろう。
　これらより，演劇 WS では，グループで創作した作
品を発表する機会も多く，ファシリテーターという他者
によって自己が受容される経験を重ねるが，これは自己
の形成過程の 5 年生にとって，重要な経験となるといえ
る。そして，この受容される経験は「①他者受容」で示
したように，ライバルに出会っても，好意的に捉えてや
る気を喚起する。
　ところで自己受容とは，ありのままの自己を歪めるこ
となく認識し，自分自身として受け入れて好きになるこ
と（伊藤，1991）であるが，山田・岡本（2005）は，従
来の自己による自己受容と，他者に受容されていると感
じることによって達成される自己の受容である他者の視
点を通しての自己受容の 2 側面があることを指摘してい
る。ファシリテーターによる受容は後者にあたり，前者
については，【作文 1】においてみることができる。
　学齢期に入ると，他者の視点に立って，自己を客観的
に認識できるようになり，とりわけ児童期後期になると，
自己をより客観的に評価し認識できるようになり，評価
の内容も内面的な心理特徴に言及したものになってくる

（石田，1995）。【作文 1】では，最初に学芸会のテーマ
を聞いた時の印象から，練習を通しての気持ちの変化，

児童から「お金」「ケータイ」という意見が出された。そ
れを聞いた他の児童は思わず笑ったが，ファシリテーター
は自分の子どもの時の話をしながら，家族にとってとても
大事なのだという肯定の意見を返している（第 1 回）。

【作文 1】

初めは「勉強ものだからやだ。」と思っていました。で

もだんだん劇の練習をしていくと「この劇は素晴らし

い劇だ。」と思い始めました。そして本番で一回目は少

しだけきん張しました。でも二回目はみんなリラック

スしていて劇も大成功しました。今思えば，「おそすぎ

ないうちに」と言う劇をしてとてもほこりに思ってい

ます。

　このように，学芸会の練習を通しての自分の気持ちを
振り返りながら，最終的に劇が大成功したという，自分
自身へのよい評価をしている。加えて，学芸会直後のア
ンケート調査では，「みんなでやってよかった」「私のグ
ループは全員練習より大きい声が出て良かった」といっ
た，自分も他者もみんな，という記述が多くみられた。

＜考察＞

　小塩（2005）は，児童期後期から青年期前期にあたる
思春期になると，自分自身のイメージする際にさまざま
な感情や評価を頻繁に抱くようになると述べている。そ
れは，自己を形づくる過程にあるからであり，この時期
には，注目，賞賛，共感，受容してもらう経験が重要で
ある（松尾，2005）。つまり，この時期の児童にとって，
演劇 WS を通して，ファシリテーターからグループ創
作を注目され，「面白い」と賞賛され，一見変だと思わ
れる考えについても自身の経験を重ねて共感してもら

たのかを知り，教師や親からの社会的な評価を受けるこ
とになる（石田，1995）。今回の演劇 WS では，バラバ
ラであった男女がお互いを受け入れて協力関係を作った
こと，困り者の M くんを受け入れたこと，といった他
者受容がなされた。これは，達成動機のもと行われてい
たため，結果的に”いい劇をつくる”ことが達成され
た。学芸会後の作文からは，「もうちょっと声を出した
方がいいところは何ヶ所かあったけどほとんどバッチリ
で客席の方からも笑いが出ていたのでよかったと思いま
す。」「本番で大きい声を出せた。それがとてもよかった」
といった記述があり，“いい劇をつくる”ということは，
実際に達成されたようである。そのため，ファシリテー
ターから評価を受ける，さらには，教師や親からの評価
を受けるという，他者によって自己が受容される経験へ
とつながった。

②自己受容

【事例 7 ＜第 1 回＞】

「地球にとって大事なもの」というテーマで，「ゴキブリ」

「クラゲ」といった，一見大事そうではない生き物が出

される。

おっちゃん「（ゴキブリは）○○紀からずっといる。な

んか大事だからずっといるんじゃないか？」

「クラゲがいっぱい増えているのは，地球にとって必要

だからかもしれない。クラゲが増えるなら，クラゲを

食べる動物も増えてもいいのに，増えないのは何かク

ラゲが多くいる必要があるんじゃないか？」

　このように，ただ「面白いね」という肯定をするのでは
なく，科学的な視点という根拠を示したうえで肯定してい
る。この事例以外でも，家族にとって大事なものとして，

他者受容の過程であると考えることができる。第 7 回終
了後のアンケート調査からは，「まだ完ぺきではないの
で，これからも学芸会にむけて，みんなでがんばりたい
です。」「今日やった事を学芸会の時にいかしてがんばり
たい。これからもみんなと協力して，くふうしながら，
えんぎを完成させていきたい。」といった記述がみられ，
児童たちが“いい劇を作りたい”と思っていることが伺
える。この“いい劇を作りたい”という気持ちは，達成
動機と表すことができると考えられる。達成動機とは，
ある卓越した基準に照らして，成功か失敗がもたらされ
る場面において，出来るだけ高い水準で達成（成功）を
求めようとする動機（石田，1995）である。ファシリテ
ーターからの肯定が多い（Figure2）場においては，失
敗や成功という表現は適さないかもしれないが，より高
い水準を求めるためにがんばって練習していたのは確か
であろう。ただし，今回の演劇 WS における成功，高
い水準とは，学校で求められる一般的な基準とは多少異
なる。ファシリテーターは，グループで創作する劇につ
いて「バカバカしくていい」「あいつらなんでこんなバ
カなこと一生懸命やってんだっていうような元気」とい
ったことを児童に話している。よって，”いい劇をつくる”
にあたって，マイペースでグループとしては少し困り者
であった M くんが，やるべきことをせずに勝手な行動
をとっていても，戻ってきたときには拒むことなく受け
入れ，M くんが勝手に考えて１人で楽しんでいたクラ
ゲの表現の面白さを他児が評価し，取り入れる，つまり
受容するということにつながったのではないかと考えら
れる。
　達成動機は，幼児期から見られるが，発達するのは児
童期に入ってからであるとされ，学校でのさまざまな学
習経験をとおして，また，ほかの子どもたちとの比較に
よって，自己の達成結果が成功であったのか失敗であっ
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とムクドリの動き）をもっとハッキリさせたいです。

　　※カッコ内筆者補足。

　上記のように，児童たちは，自分たちで台本を作ると
いうことに難しさを感じていながらも，ファシリテータ
ーにヒントをもらいながら，グループのメンバーみんな
で，積極的に考えて作っていったことが伺える。そして，

【作文 3】にあるように，難しさを感じながらもよく考
えて作品にしていくことで，ちゃんと伝えたいという，
学芸会で発表することに向けての明確な動機づけが生ま
れてくるようである。
　ファシリテーターへのインタビュー（第 11 回）では，
考えて伝えることが大切であるという価値観を持ってほ
しいということが語られ，ファシリテーターにとって，

「考えて伝える＝表現する」ことの難しさに出会い，難
しさを感じながら劇を作っていくという過程は，中心的
な狙いであるようである。

＜考察＞

　ファシリテーターとして様々な活動をしているすずき
（2007）は，小学校 5 年生の演劇 WS において気をつけ
ることとして「グループ分け」の問題をあげている。男
女を一緒にさせたグループ構成にすることや，好きな人
同士にはしない構成にしているようである。今回の演劇
WS においても，すずきと同様に，児童が好きな人同士
で集まっていない，男女混合のグループが作られている。
そして，そういったメンバー構成で色々な人と活動する
ことによって，新しい発見が生まれる可能性が数倍に膨
らむ （すずき，2007）。
　ところで小学校 5 年生の時期は，自分たちで話しあっ
ていく，という作業が難しい時期なのではないかと考え
られる。現代の児童期後期から青年期前期にかけての友

休んでしまったから，子どもがでていくというのにし

ました。そこからお母さんがでていったら，という風

にしました。お母さんがでていってこまることは，た

くさんあります。とくにこまるのはごはんを作っても

らえないということです。話の内容は，～省略～　　

　　　　　　　※カッコ内，筆者補足。○○は実名。

【作文 2】

はじめは，空山海土の練習をしました。最初はどうや

って雲を表現すればいいんだろうと思いました。その

雲や鳥になったあと，どうやってそのあとにつなげれ

ばいいかも，空のみんなで考えて先生にも少し教えて

もらって空の劇ができました。

【作文 3】

ぼくは「おそすぎないうちに」で大切なことを学び，

考えました。ぼくたちは，台本を一から考え作りました。

ぼくはそこで，今地球が，あぶないことがわかりました。

だからみんなに大変ということをつたえようとがんば

りました。

ぼくは，山海空土の中で，山の川の役でした。最初は，

うまく表現できず，とまどいましたが，みんながアド

バイスをしてくれたので上手に表現できました。仲間

は大事ということを学びました。

【自由記述 1 － 1】

自分たちでいいと思うけど，しんたとかにみせるとア

ドバイスを言われたりしました。りゅうのうごきとく

ものうごきとむくどりのうごき（竜の動きと雲の動き

意識の発達にとって重要なことである。自己を否定的に
しか捉えられない場合には，自己を受容できず，不適応
状態に陥ることになる。自分のありのままを価値あるも
のとして受け入れることができるかどうかは，自己の存
在の意味付けばかりではなく，自己を取り巻く環境をど
のように認識するか，それに積極的に適応していくこと
ができるかどうかにも関わってくる。」としている。

　児童は，“いい劇をつくる”という目的をもって作品
制作を行っていた。その過程において，ファシリテータ
ーによる受容経験や自分の感情に気づくという経験があ
り，自己と向き合うこととなる。加えて，“いい劇をつ
くる”ために他者を受容していく経験もする。結果，“い
い劇”を発表することができ，それまでの自分の頑張り
を認める自己受容につながる。また，劇が成功したこと
は，自己も他者も受け入れた，みんな良かった，という
受容も生まれる。ただし，演劇 WS はプロセスを重視
するため，たとえ発表がうまくいかなくても，練習をや
りきったことでいい劇だったと受容できる。そして，自
己受容は適応を促すことにつながるといわれているた
め，演劇 WS は，受容経験という側面から，適応をも
たらすという意味をもつと考えられる。

2．表現をすること

①表現を促進させること

【自由記述 3-1】

人間界の様子では，どんなお話にするか，なかなか決

まりませんでした。いろいろな事をやってみてもうま

くいかなかったりしました。始めにきまったのは，ゆ

うかいはん（誘拐犯）の話でした。その時○○さんが

本番での自分や仲間の感情状態について思い返して記述
がなされ，最終的に自分たちの劇を肯定している姿勢が
見られる。演劇 WS では，発表を通して緊張を感じたり，
やり終えた誇らしい気持ちを感じたりと，感情を揺さぶ
る経験が多く，菅野（2003）は，自身の五感で感じたこ
とを表現することは，今まで意識しなかった自分の感情
に気づくことになり，結果として自分と向き合うことに
もなると述べている。そして，劇が完成し，発表するこ
とによって，自己受容を経験するのではないかと考える。
学芸会後の作文では，先ほどの記述以外にも，「本番では，
練習よりもきんちょうしたので声が出にくかったけれど
成功したのでよかったです。」といった，よくなかった
ところもあるけれど，結果的に成功してよかったと思っ
ているという記述の作文が見られる。劇を完成させて発
表するということによって，練習以上に感情が揺さぶら
れている自分に気付かされ，思い通りにいかない経験も
したが，それも含めて良いと言える，つまり自己受容の
経験をしていることがわかる。
　では，“いい劇をつくる”という目標で頑張っていき
ながら，なぜうまくいかなかったけど良かったという，
不完全さを受け入れる自己受容につながったのか。それ
は，演劇 WS が，プロセスを重視するものであること
によると考えられる。すずき（2007）が，素晴らしいア
イデアで勝負するグループだけが良いグループではな
く，悪い点を改善でき，進歩したということも非常に重
要なのである，と述べているように，結果の出来ではな
く練習のプロセスを経たうえで，本番をどうむかえるか，
ということが重要なのであろう。
　これらから，演劇 WS は自己受容の経験がなされる
という側面を捉えることができる。石田（1995）は，「あ
りのままの自分自身を価値あるもの，好ましいものであ
ると肯定的に見ることができるようになることは，自己
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てくる（岩田 1995）。
　よって，小学校 5 年生という対象は，台本を自分たち
で作って発表するということが，まさにできるようにな
った時期であり，話し合いで内容をつくること，自分た
ちでは完璧と思っていることに課題を与えられることな
ど，困難さはあるものの，他者へ見せることで創造性が
高まり，表現へのさらなる意欲に結び付くと考えられる。

②表現する過程

【事例 8 ＜第 6 回目＞】４つの自然のシーンの経過の発
表

おっちゃん「発表やりたい人！」

⇒各グループとも手を上げる児童が多い。

おっちゃん，各グループの代表でジャンケンで順番を

決めるように指示。

各グループ，おっちゃんの近くにいる児童が 1 人ずつ

率先して出てくる。

みんな勝ちたくてしょうがない。

一番目に土が勝つ。

3 番目と 4 番目を決めるジャンケンでは，勝ちたい気

持ちが強くて，なかなかタイミングが合わないほど。

発表中は，見ている姿勢が良くなってきた。

打ち合わせはせず，なんだありゃといった声もなく，

真剣に見ている。

Y くんは，自分たちの発表の後，貝の位置についてコ

ーディネーターに確認したり，貝の役の 2 人にアドバ

イスしたりする。

【事例 9 ＜第 8 回＞】人間界のシーンの練習

警察グループと消防士グループが，撮影をしながら観

現が促進されると考えられる。
　また，【自由記述 1-1】のように，自分たちでは完成し
ていると思っていても，新たな課題が提示され，さらな
る表現につながることもある。すずき（2007）は，4 年
生ごろから「中間発表をし，作り直す」という 活動を
取り入れるようにしていると述べ，中間発表は，それま
での作業の確認，グループ内の統一した理解への到達，
課題の発見，他グループの良いところを取り入れること，
うまくまとまらないグループの「やる気」の喚起，「完璧」
と思っているグループがさらなるアイデアを生み出す契
機，といった意味合いがあるとしている。今回の演劇
WS でも，グループ作業のある回は，ほぼ毎回，一部の
グループだけであっても発表をする機会を設けていた。
　児童期後期から青年期前期にかけては「自己へのまな
ざし」が強まり，自己の短所に注目しがちになる（坂口，
1996）。一方で自己へのまなざし，つまり内省力の発達
は，自分で考えて独自のものをつくろうとする創造性の
高まりとなり，表現し考えをさらに深め，そして人に伝
えることができるようになる（落合，2000）とされてい
る。肯定される機会の多い演劇 WS において，「自己へ
のまなざし」は創造性の高まりとなって，グループに還
元されるのであろう。また，「1．①他者受容」で取り上
げたように，進んでいるグループを見たことでグループ
作業が発展したという事例があったが，これも，中間発
表によって期待されている効果のひとつ，「やる気」の
喚起によるものと考えられる。
　また，小学校 4 年生頃から，自己表現を自分自身でモ
ニターし，自己点検しながら表現すること，つまり表現
のメタ化が可能となり，筋道を立てて話す，論旨を明確
に相手や場面の状況を考えて話す，全体を見通しながら
話す，聞き手をひきつけるような効果的な表現を工夫す
る，といった自己発話モニタリングができるようになっ

いくことで，台本を考えるというグループ創作が安心し
てできる場になる可能性が考えられる。
　このようにして，グループ創作をするという環境が整
えられるわけであるが，「自然を表現すること」「大事な
ものがなくなって困っている人間を表現すること」とい
う抽象的であり，大いに想像力が求められる課題は，や
はり難しいものであったのではないか。しかし，グルー
プ創作初期（第 1 回，第 3 ～ 5 回）のファシリテーター
は，作業を始めるときに 3 分間という時間制限を設けて

（実際はその通りでないことも多い）行わせ，その後に
は発表を行うなど，ある程度の負荷を与えている。つま
り，なんとかして考えないといけない状況，というもの
を作っているようである。そのため，児童は普段の人間
関係など言っていられなくなる。そして，一生懸命に雲
の気持ちになるなどして考えていき，それを形にしてい
くと，今度は動いて声を出すということの面白さと出会
う。その面白さを追求する中で，創作は進んでいったよ
うに思われる。第 7 回終了後のアンケート調査では，「今
日，グループで話し合ったけど，全然できなくて，1 回も，
げきみたいのが出来なくて，少し残念です。」といった
ように，「げきみたいなの＝体を動かして声を出すこと」
による楽しさを感じていて，そこに到達するために頑張
って話し合いをしているような様子が伺える。
　このように，小学校 5 年生という児童期後期から青年
期前期へと移行するこの時期は，友人関係に心理的距離
が見られ，特に女子の友人関係においてはトラブルが起
きやすい危険性がある時期である。よって，自分の意見
を伝えるということは難しい時期であると推測される
が，男女混合で，仲の良い同士ではないグループ分けを
すること，グループ創作において短い制限時間と，その
後発表時間を設けることという，作業への負荷をかける
ことによって，創作に向けての話し合い環境が整い，表

人関係の特徴として佐藤（2000）は，「大きな集団から
小さな集団」へと変化し，パッと物事を決めて，みんな
を引っ張っていくリーダーが不在，不要の集団になって
いることをあげている。そして松井（1990）は，現代は，
友人との全人的な融合を避けて，心理的距離を大きくと
ろうとする傾向があると述べている。また，特に女子に
おいて，小・中学生の「グループ化」が指摘され，グル
ープ意識が強いほど，また小規模であるほど，トラブル
やストレスも多くなるという「グループ化」した友人関
係の難しさがある（坂口，1999）とされている。
　つまり，この時期において，自分たちで考えて話しあ
って決める，という課題は，話しをまとめる人もおらず，
さらに特に女子においてグループの難しさのある作業に
あるため，探り探りの様子見の話し合いになる可能性も
考えられるのではないか。実際に，第 2 回の「長ならび」
の実施の際，筆者は女子のグループに参加したのだが，
この時の女子同士の作戦の立て方は，その後のグループ
創作の時とは様子の違うものであった。この時は，背の
高い女子数人が意見を出して，その中だけで作戦を共有
し，他の女子は筆者に意見を言うものの，直接その女子
たちに何か意見をすることは見られず，結果筆者がパイ
プ役のようになってしまった。
　しかし，その後のグループ創作が始まると，そういっ
た様子は見られなかった。これは，男子が入ったことに
よるのではないかと考えられる。なぜなら，女子では友
人と理解しあい，共感し共鳴しあうといった，お互い
がひとつになるような関係を望んでいるが，男子は，自
分に自信をもち，友達と自分は異なる存在であるとい
う認識をもって友達づきあいをしている（落合 ･ 佐藤，
1996）。そのため，違った意見が出ることへの不安を抱
えている女子の人間関係が，男子が入ることで崩され，
自分に自信を持っている男子が色々とアイデアを出して
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一されていて，面白くてしょうがないという様子である
のに，発表してみたら，見ている方は何もわからない，
という事例もあった。そして，観客に伝えるときは，自
分ひとりで伝える工夫をするのではなく，グループ全員
で，5 年生全員で，観客に伝えていかなければならない。
このように演劇 WS は，様々な形の人に伝える力が求
められているようであることが伺える。
　ファシリテーターは，その発言の中で，何度も「伝える」
という言葉を使っていた。そして，その「伝える」は，様々
なバリエーションを持っていた (Figure2)。伝える先と
して，グループメンバーやクラスの児童，観客があげら
れ，伝えるものは，セリフはもちろん「元気」といった
ものもあるなど，「伝える」の内容は多岐にわたっていた。
　グループ創作では，意見を言うことが求められ，作品
を作りあげる中で，アサーションの力が向上する可能性
も考えられる。そして，演劇 WS は，その目的がアサ
ーションのみではない分，伝えることに楽しさが付随し
ていたり，伝えるバリエーションが豊富であったりする
点において，有効なアサーションのトレーニングとなる
という可能性も考えられる。しかし，この点についても，
実際の変化を十分に捉えられたデータはなく，検討の余
地があると考えられる。

　以上表現の意味をまとめると，心理的距離があるとさ
れるこの時期の友人関係特徴の影響の受けにくい，安心
した表現を体験すること，グループ内での表現がうまく
いくことで劇になり，楽しい経験ができること，伝える
バリエーションが多岐にわたることから，アサーション
トレーニングとしての可能性も考えられること，この時
期は内省力が発達する時期であるため，中間発表によっ
て創作意欲を高められること，ファシリテーターの関わ
り方や体を使う表現方法によって楽しさがもたらされる

るため，徐々に安心して表現することができるのであろ
う。そして，大道具など使わず，自分の体で森羅万象を
表現していく創作パターンによって，通常ハズレ役の代
名詞ともいえる「木」の役であっても，脚光を浴びるこ
とができる。それどころか工夫し甲斐が多いため，一番
見せどころの多い役でもある。児童は，練習を重ねてい
くにつれて，ファシリテーターから体の表現の仕方を学
び，楽しみ方を知っていき，表現を楽しんでいく様子が
窺えた。
　また，話し合いにおいて，意見を言うことは，アサー
ションの能力であると考えることもできる。アサーショ
ンとは，自分の考えや意見，感情，相手への希望などを

（表現したい場合には）率直に正直に，しかも適切な方
法で表現すること，ならびに，自分の人権である言論の
自由のためには自ら立ち上がろうとするが，同時に相手
の言論の自由も尊重しようという態度（平木，1993）で
ある。つまり，グループで一つの作品を作るにあたって，
自分の意見を述べていかないと創作が進まないが，同時
に，自然などの抽象的なテーマについての意見を相手に
分かるように伝えないといけないし，相手の意見を尊重
し，相手がいいアイデアだと思えているのかに目を向け
ることが必要とされてくるため，この点はアサーション
の技術が問われるであろう。現代の児童期，青年期の中
で問題とされている不登校やいじめ，友人関係の希薄化
等の問題を打開する方法として，アサーションが注目さ
れているが，アサーションは，対人関係から生起する不
安を制止するのに役立つものであり，学校現場において
必要で有用な一手段である（金子・中田，2003）と期待
されている。
　演劇 WS では，グループ内で考えて伝えるだけでは
なく，本番には自分たちの考えを観客にも伝えていかな
ければならない。第 8 回目には，グループ内では意思統

と話していた。
　次に【作文 4】では，表現をすることによって，達成
感や心が一つになった経験をしていることが書かれてい
る。このほかにも，学芸会直後のアンケート調査には，

「とてもうれしかったのは，みんなの心が一つになった
のがわかった時」という記述があった。また，男女とも
に，緊張していたときに○○ちゃんが声をかけてくれた。

（学芸会直後のアンケート），緊張していた時，○○くん
が握手をしてくれた。（学芸会後の作文）という記述も
見られた。これは，学芸会本番に，ファシリテーターが
練習終盤で話していた，応援する，協力する姿勢が本番
でなされたからであろう。

＜考察＞

　今回，表現を楽しむ様子や，心が一つになった経験が
見られた。
　事例であげたように，終盤の方が表現を楽しむ様子は
より顕著であったが，初回から，児童たちは，どうすれ
ば自分たちが表現したいと思っていることをうまく伝え
られるか，よく考えている様子が見られた。また，“い
い劇をつくる”という共通目標によって，心が一つにな
る経験をしたことが考えられるが，本調査においては，
これらを説明する表現のプロセスをとらえることができ
ず，表現することにはどういった心理学的意味があるの
かという点については検討できるだけのデータを収集す
ることができなかった。
　一方で，ファシリテーターが「能ある鷹は爪を隠す」
という話をしていたが，その能力を表面化させたのは，
まさにファシリテーターであるように考えられる。ファ
シリテーターは，自信がなくて不完全であっても表現す
ること自体を評価し，尊重することを明示しており，前
項であげたように受容される経験が多い演劇 WS であ

察していた筆者を呼んで，見てほしい，ビデオで撮っ

てほしいと話す。

【作文 4】

自分たちの体で作ってやるとむずかしかったけどやり

終わると，達成完（感）が出てきました。

私は最初「また体で表現するのか」と思ってしまいま

した。なぜかと言うと，最後の学芸会なのでもっとふ

つうなげきが良かったなと思ったからです。でもみん

なでやっていくと，自分たちの体で表現した方が，み

んなの心が一つになったと思いました。特に「けいか

ん（警官）」の時の事です。みんなと一緒にやっていて

失敗やセリフが出なかった時にアドリブにしてくれた

ところです。　※カッコ内，筆者補足。

　　
　【事例 8，9】は，練習が軌道に乗っている時期である。
表現の難しさに出会い，何度か発表し，自信をつけてき
ているため，見せたいという思いが強くなっている。
　他にも，見せたいという明確な行動がなくても，発表
のたびによくなっている児童が見られた。例えば，当初
あまり目立つことのなかった男子が，自分の役である木
に対して，工夫を重ね，終盤である第 12 回では，とて
も印象的なシーンを作り上げているといったエピソード
もあった。このように，グループ活動も回を重ねていく
と，児童たちはよく考え工夫し，それを伝えることに真
剣に取り組み，徐々にできあがってくる自分たちのシー
ンに自信を持っていったようである。第 8 回終了後のフ
ァシリテーターは，こういった，終盤になって自分らし
さを出してくることについて，「まさに，能ある鷹は爪
を隠すなんだよ。はじめから出せばいいっていうのに。」
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耐性を身につけることといえるのではないだろうか。欲
求不満耐性とは，様々な欲求不満を経験することによっ
て，自分をコントロールすることを学び，欲求不満に耐
え，対処する力である（石田，1995）。近年，欲求不満
耐性が低下していることが指摘されており，幼児研究で
はあるが，この能力が 20 年間で低下していることが明
らかにされている（山口・門松，2001）。そして児童の
欲求不満耐性の低下は，現代の児童が，欲しいものが欲
しいときに容易に手に入れることができ，仲間関係も希
薄で，対人的な葛藤や不満を感じないで育ってきたこと
によるものであり，耐性を培うような家庭や学校での
日常生活の態度が必要であると示唆されている（石田，
1995）。よって，演劇 WS には，欲求不満耐性をつける
という側面がある可能性が考えられる。

②不合理な場にいること

　また，この不合理との出会いから，もう一つの側面を
見ることもできる。ファシリテーターの“でもやるの”
という態度は，分かりやすく教えてくれる先生のような，
児童の持つ大人イメージでは説明のつかない出来事であ
っただろう。ファシリテーターの与える印象は，大人イ
メージを揺るがす出来事が多く，毎回ジーパンに派手な
色のダウンジャケットという服装で来校し，授業内に下
品な話をする（第 1 回）。そして，ファシリテーターは，
大人イメージだけではなく，児童達の授業イメージをも
揺るがす。今回の演劇 WS は学芸会の練習という授業
の枠で行われたが，筆者がウォーミングアップ期と設定
した最初 3 回の練習は，児童にとっては学芸会の練習と
は思えなかったものだったであろう。第 1 ～ 3 回の授業
終了の号令は，「これで授業？を終わります」といった
戸惑いが感じられるものもあった。ただ，対象児童は，
2 年前の 3 年生時にも同じファシリテーターのもとで学

以降は幕の注意はされることなく，本番を迎えられてい
る。

＜考察＞

　これらは，ファシリテーターの立場としては，協力し
合うことを示すための指導であったと思われる。しかし，
遊びを止められて，または頑張っていた通し練習を止め
られて，「出来ない」と言っていることに対して，ファ
シリテーターが「やるの」と十分な説明もなく有無を言
わせない態度をとったことは，児童にとって困惑であっ
ただろう。しかし，最後に 1 位を取れたこと，みんなが
満足できた劇が完成したこと，などの成功体験が伴って
いるため，この不合理に立ち向かった経験は報われるこ
ととなったようである。また，グループ作業を行うとい
うことは，ファシリテーターとの間ではなくても不合理
なことは起こりうるであろう。実際，自分が思いついた
アイデアがなんとなく流されてしまい，全然採用されな
いなど，不合理なことに出会っていると思われる出来事
も見られた（第 9 回）。予備調査からは，このような不
合理のある経験に強くなってほしいというファシリテー
ターの演劇 WS への目標の一つも語られており，人生
は不条理なことが多いのに，目的的な行動を求め続けら
れるため，芸術という不条理・不合理に出会って，社会
の不合理に出会ったときに強い子を作りたい，と話して
いた。これが語られた予備調査では，小学校１年生の児
童を対象にだるまさんが転んだを実施していたのだが，
誰も何も喋らず，動かずの状態にならないとゲームが始
まらないこととなっており，みんな早くやりたいのにも
かかわらず，10 分以上もスタートが許されなかった。
　このような，自分の意志とは反することに出会い，乗
り越えて強くなるということは，いいかえると欲求不満

遠に勝てない。」

M くん「いやいや，ほんとなんです」

おっちゃん「負けたら人のせいにしていたら，永遠に

勝てん。そいつが上手くいかなかった分を自分がカバ

ーしてやる，それくらいのことをしていかないと人に

は勝てん」

M くん「でも一番前はできません」

おっちゃん「できるよ」

「どうして勝てないんだ，男子。その程度の実力なの

か？」

⇒男子コソコソ。

おっちゃん「人のせいにしてばっかりだ，君たちは。」「次

は勝つぞ，両端の女子は強いぞ」

※最後に 1 回だけ，男子チームが 1 位を取ることがで

きた。

【事例 11 ＜第 11 回＞】舞台上での通し練習

海シーン終わり，ハケるところで，また幕を触って，

止められる。

おっちゃん「だから，幕触らないって言ったよね」

Y くん「触らないと入れない。」

おっちゃん「触らないで入れるようにするの」

R くん，他人事で，その間もずっと貝をやっている。

おっちゃん「ここにいる人たち（幕内）も，やりやす

いようにしてあげるんだよ。」

Y くん「ローテーションってことでしょ」

先生が幕の中人数を調整。

　児童たちは，自分達が不可能と思っていることに対し
て，出来るようにするの，と言い切られてしまい，困惑
しているようでもあった。しかし，この回に注意されて

こと，児童たちが本番の発表によって心を一つにするこ
とを実感できるということ，などの意味が考えられた。

　今回，「表現」という要素から意味を考察するに十分
なデータを収集できなかったことが今後の課題としてあ
げられる。今回「表現」という要素から取り出したもの
は，児童による記述データが多く，観察による事例につ
いては，プロセスの描けていないデータであった。
　今後は，より個人に注目し，個人内のプロセスを記述
していくことで，表現の意味を検討することができるか
もしれない。また，今回学芸会本番については，筆者は
一観客として参加していた。しかし，自由記述からは，
表現から一体感を感じた，といった，本番前には聞かれ
なかった体験をしていることが伺えた。よって，表現に
ついて注目するには，本番についても，より児童の様子
に注目する必要があったであろう。
　また，今回の演劇 WS では，「伝える」ということが
テーマにあがることが多く，それによって児童達の意識
も変わってきたようであるが，アサーショントレーニン
グとしての機能を考察するに十分なデータを収集できな
かったため，今後も検討していく必要がある。

3．不合理な経験

①不合理に出会うこと

【事例 10 ＜第 2 回目＞】長ならびをしている場面

おっちゃん「女子，見事女子！最初から人数が少なか

ったのに。あっぱれ女子」

　　　　「男子，情けないぞ男子。」

M くんは，他の男子がちゃんとしなかったと言う。

おっちゃん「M，他の人のせいにしてたら，お前は永
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が多く，また遊びと創作作業が曖昧に存在している。
　また，多くの児童がグループ作業について「みんなで
楽しくやりたい」と記述しており，グループ作業は楽し
く行うものという認識があるようである。

【事例 13 ＜第 4 回＞】

男子は北の海を作ることになり，男子は流氷になる。

⇒コーディネーターが流氷のイメージを助ける。

「ガシってなってるのが，パキパキって割れる。」

⇒男子はそのイメージをもとに動きへ発展。

流氷の動き…手をつなぎ，輪になる。少しして，手を

離し，

自分の前に手を丸く輪にして，パーンと言って方々に

散る。⇒ 3 回ほど続けて練習。

【事例 14 ＜第 9 回＞】人間界の練習。テーマ決めに迷走
してしまったグループ。

おっちゃん「どういう話なのかな」

女子があらすじを説明し，男子 1，K くんがそれに重ね

るように，「そこで俺が…」

男子 2 は，うなずいている。

おっちゃん「何の事だかさっぱり分からないなぁ」と

頭抱える。

おっちゃん「とりあえず，銃撃戦やって，死んだりし

たいわけだ」

「なんで仲間が大事なのか，分んないんだよ」

K くん「最初，仲間だいじと思ってない」

おっちゃん「そうそうそう」

「復讐するから，この人（男子 1）が仲間大事と思って

るのはわかるんだよ」

める。

今度は C くんも入っている。

K くん，T くんなど「どうする？」

K くん「なまこ」と手を挙げる。

すぐ後に R くん「なまこ」と言い手を挙げる。

みんなが立ってる中 Y くんが座り，Y くんを中心とし

た話し合いの形になる。

Y くんと T くんは女子の進み具合の様子を見ている。

⇒ 2 人で，イカになる。C くんは，それを見ている。

K くん，R くん，N くんは 3 人でしゃがんでいる。

Y くんはクラゲっぽい動きになって T くんを追いかけ

る。

C くんは，おいてかれる。

再び遊びのようになる。鬼ごっこのように走りまわる。

C くんも T くんがタッチしたことで，何となく加わる。

Y くんは K くんにタッチするが，K くんは参加しないで，

R くん，N くんと話し合っている。

⇒男子 2 つに分裂。

C くんが K くんに強くタッチ。⇒ K くんがタッチをし

返し，遊びへ

⇒話し合っていた 3 人が遊びに参加したことで，ふた

たび統合される。

T くん「全員違う生き物」と言い，再び海の生き物に

ついて話を戻す。

N くん「ナマコの新種」

Y くん，ヒトデになって動く。

　このようにグループ作業での創作場面は，「～してみ
るのはどう？」といった提案するような言葉は聞かれず，
誰かが言いだしたもの，動き出したものをみんなでやる
ということが多い。また，話し合いから鬼ごっこのよう
な遊びに移り，また話し合いに戻っているといったこと

「（1）受容の経験」と同様に，自己に向き合う機会を与
えるものであることがわかる。また，カテゴリのないこ
とによって，普段の人間関係も薄れ，他者を気にしすぎ
ることなく自分を表現できていた可能性も考えられる。

　以上より，不合理に出会う経験は，欲求不満耐性をつ
けること，自己と向き合う機会を与えること，という 2
つの可能性をもっていると考えられる。

4．遊び

①遊びとしての意味

【事例 12 ＜第 5 回＞】海グループの生き物の配役を決め
ている話し合い。

男子はヒトデになって「とうせんぼ」などと言って遊ぶ。

その後も生き物にはなっているが，練習ではなく遊ん

でいるように見える。

Y くんはヒトデになって寝ころぶ。

Y くんを見た T くんが「動いて」とリクエスト。⇒ Y

くん動く

今日から入った C くんはただ見ている。

R くんが寝転がり，K くんもまねて寝転がる。

N くんも同じように寝転がる。

Y くんも寝たまま近くに来る。

T くんはみんなの周りを回っている。

N くんが輪に入れていない C くんを入れようとするが

C くんは入れず。

男子は生き物をやめはじめ，次第に普通の遊びになる。

教室を出た男子を締め出そうとする，など。

再び男子は立って輪になり，生き物の話し合いをはじ

芸会の劇をつくっているため，「遊んでいるみたいだけ
ど作品にはなるんだろう」という気持ちは持っていたよ
うだ。しかし，3 年生時には参加していなかった児童の
学芸会後の作文には，「最初のうちは遊んだりしていて，
とてもげきになるとは思いませんでしたが，だんだん台
本が作れて，初めて成功できるかもしれないな，と思い
ました。」との記述があり，これが練習なんだろうか？
という疑問をもっていたことが伺える。
　このような，今まで持っていたイメージでは説明でき
ない大人に出会い，授業を進めていく中で，“ニックネ
ームで呼ぶ”ということが大きな意味を持っていたと思
われる。ファシリテーターやコーディネーターは，ニッ
クネームで呼ぶこととなっている。通常来校する大人と
は違うイメージの大人が来て，授業であるのに遊びをし
ている，という状況に対して，ニックネームというアイ
テムを持ち込むことで，授業を進める大人が先生ではな
くなり，先生 ‐ 児童という授業形態がなくなるので，
不合理さに出会っても，これでいいのだと乗り越えてい
けるのではないだろうか。新沼（2009）は，ファシリテ
ーターという不思議な外来者がくることによって，子ど
もたちの社会通念みたいなものが崩れていくのが見てい
て面白いと述べている。
　このような，今までのイメージカテゴリでは説明でき
ない状況に出会うことについては菅野（2003）も，演劇
WS は最低限のカテゴリしか必要としない（もたずに済
む）場であると言及している。つまり，参加する児童も
カテゴリを必要とされない。そのため，日常でさまざま
なカテゴリの中で生活している児童は，カテゴリ化さ
れない・体験したことのない場であるがゆえに生じる，
自分自身が意識してこなかった世界に向き合うことに
なると示唆されている（菅野，2003）。これらより，演
劇 WS というカテゴリ化されない場に身を置くことは，
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劇を使った遊びの時間」ということになるだろうと述べ
ている。また，演劇 WS は，演劇的なゲームを取り入
れるパターンが多い（須崎，2000）点や，演劇 WS を
教員の立場から見た石渡（2003）が，初め子どもたちは
まったくの遊びと考えていたようである，と述べている
点からも，演劇 WS には，「遊び」の要素が含まれてい
るようである。これらより，演劇 WS には遊びとほぼ
同義の現象がみられるといえる。
　予備調査では，演劇 WS に興味を持ち，自身のクラ
スで実施しているという教師から，現在不足している遊
びの側面を補足するような期待もしていると述べられて
いる。近年の遊び経験の少なさを危惧する声は多く聞か
れ，遊びのもつ様々な効果が示唆されている。
　石田（1995）によると，遊びなどにおける仲間関係で
は，自分の行動や態度が相手に受け入れられることもあ
れば，拒否されることもあり，時には自分の感情や欲求
を抑えなければ仲間に入れてもらえないし，自分を主張
しなければいけないこともでてくるので，仲間の関わり
方，社会の規範やルールを学習することができるとされ
ている。特に「『夢中で遊ぶ体験』をとおして，仲間の
関わり方，社会の規範やルールの学習に加え，のびのび
とした自分をつくるのである」（小牧，2005）と示唆さ
れている。つまり，集団で遊ぶことは，社会性の発達に
つながっている（遠藤ら，2007）。今回の演劇 WS では，
第 7 回終了後のアンケート調査から，話し合い場面で「き
ょうは自分の言いたいことを言えなかった」「話を聞い
てくれない」というような，他者との関わりの中で思い
通りにいかない経験をしたと思われる記述も見られてい
る。よって，他者との関わり方，集団のルールなどを学
ぶ機会としての演劇 WS という側面があるのではない
かと考えられる。
　また，劇を作るということは，ごっこ遊びに近いよう

意味・機能を変換する活動，6）日常生活におけるほか
の行動系の発達につれて，遊び行動の構造も，発達的に
変化する，という特徴を挙げている。特に，5）につい
ては遊び特有の心理的機能である（高橋，1984）。
　上記に示した事例や自由記述内容から，演劇 WS の
グループ創作過程は，遊びにおいてのすべての心理的
機能の特徴を備えていることがわかる。ファシリテー
ターからは自分たちで考えて伝えると指導されており

（→ 1），児童は楽しくやりたいと思っていて（→ 2），演
劇 WS が作品ではなくプロセスをとりあげるもの（松井，
2008）であり（→ 3），学芸会の発表に向けて真剣に取
り組み（→ 4），体と最小限の小道具で自然に人間の様
子を表現する（→ 5），そしてグループ作業のやり取り
が男女別に進んで行くなどの児童期後期から青年期前期
特有の友人関係を反映させている（→ 6）と言い換える
ことができる。
　一方児童たちは，演劇 WS の序盤では，授業終了時
の号令にて「これで授業？を終わります」と言うことが
あったように，じゃんけんなどをして遊ぶため，授業で
あること疑問に思っていたことがあったが，練習が進む
につれて，そのような疑問は聞かれなくなり，遊びとい
う意識はなくなっていったようである。ファシリテータ
ーへのインタビュー（第 11 回）においても，自分は遊
びであるとは思っていないという話が聞かれている。し
かし，遊びという性質には，Gadmer（1975/1986）が，
遊びは，意識的に遊ぶという態度をとる主体がまったく
いない場合においても，むしろその場合にこそ存在する
と述べているように，児童やファシリテーターが，遊び
ととらえていなくても，現象として遊びをとらえること
ができる。
　加えて，ファシリテーターの佐藤（1998）は，演劇
WS をひとことで表現すると「演劇を使った遊び場」「演

おっちゃん「じゃあ銀行強盗からやろう」

⇒みんな，すぐ立つ。

男子 1「店員とかいらない」

おっちゃん「そう店員とかいらない」

打ち合わせなく練習スタート。一通りやる。

　【事例 14】のグループは，人間界のテーマを早くに決
定させたものの，内容に行き詰まり，変更を考えていた。
曖昧に決まりつつあった「銀行強盗」というテーマをフ
ァシリテーターが拾い，話の流れに擬音やセリフを加え
た枠組みを与えたことで，各自それぞれが抱き始めてい
た「銀行強盗」のイメージが波線部で明確になり，共有
された。そして，その後の話の流れはスムーズに進み，
一気に動きの練習へと発展された。
　創作場面では，スタッフが各グループを回りながら，
児童たちから聞かれる意見を，擬音や簡単な動きといっ
たイメージの枠組みにして提供することが多かった。そ
れによって，児童たちから出ていたイメージは，グルー
プ全員に共有され，多くの言葉を用いず，短い時間でも
進めることが出来たようである。イメージを持たせるこ
とは，意図的に行っていたようであり，ファシリテータ
ーへのインタビュー（第 12 回）では，児童の能力の高
さと創作能力はあまり関係がなく，やらせてみれば子ど
もたちは出来る，そのためにイメージを持たせてあげる，
と語られた。

＜考察＞

　高橋（1984）は，心理的機能面からみた遊びを，1）
自由で自発的な活動，2）おもしろさ・楽しさを追求す
る活動，3）その活動自体が目的である活動，4）遊び手
の積極的なかかわりの活動（熱中し，没頭する活動），5） 
日常からその意味・機能が変換された活動，またはその

「で，この 2 人（女子）が，もともと敵だったのか，仲

間だったのか」

女子「敵」

おっちゃん「もともと敵な，はいはいはい。」

「…例えば，もともと仲間だったとするじゃん，で，裏

切られた。でも，」

男子 1 や女子が意見はさむ。「殺したほうがいいってこ

と？」

おっちゃん「もともと仲間だった。みんなで楽しく，

例えば，…遊んでた。」

「山分けだぜ～とか言ったら，この分は全部おれたちが

もらう。で，なんだってーとか言って，お前らなんか

死ねー，ドンドンって，で銃で撃たれるんだけど，2

人がこいつをかばった」

K くん，話がおもしろそうで，嬉しく手をたたく。

他の男子もイメージついた様子で，パッと表情が笑顔

に変わる。うなずく。

女子も話しに重ねるように，そのセリフを言いそうな

児童を指さしたりしている。

おっちゃん「で，バサッと倒れるんだけど，全員殺し

てやったーって，2 人が覆いかぶさることで，こいつ

助かってて，バサッて起きて，バキュンバキュンバキ

ュンってやって，ばたばたって倒れて，『おまえらー。

やっぱり仲間って大事だったよ』

でも，『何で死んじまったんだー』ってことになると面

白い。」

みんな，うなずいて，楽しそう

おっちゃん「1 年後とか作らなくても，十分それでわ

かる。」

女子「じゃあ銀行強盗どこでやる」

K くん「銀行強盗した後からやろう」。

女子　「銀行強盗やりたい」「銀行強盗やりたい！！」
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第4節　総合考察

1. 学校現場で実施する演劇ワークショップの
意味についての検討

　ただ単に演劇をつくるということが，子どもにとって
必ずしも楽しい，簡単な，勉強になる，といった経験に
なるとはいえないであろう。というのは，この時期の子
どもは，友人関係の希薄化などといわれるように，心理
的距離を取ることがその特徴（石田，1990）としてあげ
られ，特に女子では共感し，共鳴しあう関係を望んでい
るため（落合・佐藤，1996），自分の意見が言いづらい
状況であること，また，普段の友人関係が「大きな集団
から小さな集団」へと変化したこと（佐藤，2000）により，
グループで演劇を作って発表しようというのは，難しい
ように思われる。加えて，男子は男子で，女子は女子で
遊ぶようになり，その中で異性と遊ぶのはおかしい，面
倒であると感じるようになり，反発する感情も芽生えて
くる（佐藤，2000）こと，主要な友達が固定化されて「グ
ループ化」している（坂口，1999）ことにより，男女混
ざった，仲好し同士で組めない班を作成しても，反発さ
え起こりかねないと思われる。
　しかし，演劇 WS は，遊びのような面白さ，カテゴ
リのない自由さ，そして受容される経験が根底に流れて
いて，こういった友人関係の難しさは，あまり表に出て
くることはないようである。まず，演劇 WS はゲーム
から始められる。そのようにして遊びのような枠組みが
作られる。加えて，来校してくるファシリテーターは，
普段学校に来る大人とは外見も言動も大きく異なる。そ
ういった中で，子どもたちは今までイメージしてきた授
業像，大人像というものが崩れ，カテゴリのない場に身

の大きな要素である。つまり，演劇 WS は，創作スタ
イルや面白さという「遊び」要素を根底にもつが，劇を
作るという演劇 WS 固有の特徴を併せ持つものである
ということがわかる。
　加えて，児童の学芸会後の作文から，今回の台本のテ
ーマであった「おそすぎないうちに」について自分なり
の考えを持つようになったことが多くみられた。例え
ば，空グループであった男子は，おそすぎないうちに大
事なものに気が付こうというテーマのラストの歌のとき
に，「ぼくは歌をうたっている時に，ぼくもなにが大切
なんだろうと思いまいた。空の気持ちになって考えたか
ら本当に空のことがわかった」と記述している。劇を作
るという目的的な行動が学習をもたらしたことも推察さ
れる。

　近年，仲間との相互作用の少ない並行遊び的な傾向が
強まり，加えて核家族化といったこともあり，子どもた
ちが対人関係を円滑にするための技能を学習する場が少
なくなってきているため，学校で意図的に配慮されたグ
ループ学習や協同学習などをとおして，積極的に子ども
たちの仲間関係を育成する場を与えることも必要になっ
てきていると指摘されている（石田，1995）。演劇 WS
を学校で実施することは，社会性を育むとされる相互作
用が活発な遊び要素のある活動をしながらも，完全なる
遊びではなく目的的な活動であるということから，学校
での授業としても活用しやすく，実施することについて
意味ある活動であると考えられる。

　これまで遊びと共通する点を取り上げてきたが，次に
遊びとは異なる演劇 WS 固有と思われる要素について述
べていくこととする。「①遊びとしての意味」において
先述したとおり，ファシリテーターへのインタビューか
らは，遊びとは思っていないという話が聞かれた。芸術
と遊びは本質的に近い関係にあり，遊びとは，自由で虚
構にみちた実践活動であり，芸術とは，自由で虚構にみ
ちた創造活動である （増渕，1996）。つまり，遊びにお
いては，何かの結果を残すことが目的ではない活動であ
るが，芸術においては，作品を残すことが目的となると
いう点で，芸術と遊びは異なる。だが，特に音楽や演劇
のような再演芸術は，作品というよりむしろアーティス
トとしての人間の実践（演奏，上演）が中心である（増渕，
1996）ため，その相違点は，より不明確であるといえる。
演劇 WS においても，劇という作品ではなく，そのプ
ロセスに重点が置かれている。しかし，調査からは，“い
い劇をつくりたい”という目的のもとグループ作業が行
われていることがうかがえた。「（1）受容」において触
れたように，男女の協力が進んだこと，グループ作業に
マイペースに取り組んでいたため他児に怒られていた
M くんのアイデアが他児によって拾われたことなどは，
よい作品にしたいという共通の目標があったからこそ可
能となったものなのであろう。そのため，劇という結果
を残すということが，遊びと演劇 WS の大きな違いで
あり，目的的な行動ではない遊び（増淵，1996）とは違
い，“いい劇を作りたい”という明確な目的を共有して
いる。しかし，その作業内容は「遊び」の枠組みと類似
点が多く，また，“いい劇をつくりたい”という目的の
もとに頑張るグループ作業を可能にするには，「面白い」
を対提示することであると，ファシリテーターからも語
られている（第 11 回）。Huizinga（1955/1973）が面白
くない遊戯は遊戯ではないというように，面白さは遊戯

に思われる。ごっこ遊びは，参加者が同じイメージ，あ
るいは類似のイメージを持つことが前提条件となる（高
橋 1989）。これは，ファシリテーターがイメージを持た
せてあげることで創作を進めさせることと同様のようで
あり，イメージの共有という現象も，遊びの一側面と捉
えることができる。

　【事例 14】では，行き詰まりを見せていたグループで
あったが，波線部において，同時に同じイメージを持っ
たと思われる。ファシリテーターが来るまでは，男子が
アイデアを生み出し，女子がそれを修正していくという
関係性で，頻繁に様々なアイデアが出されていたが，共
通認識になることが少なかったようで，練習を始めても，
すぐに中断することも見られている。しかし，ファシリ
テーターとともにイメージの共有をしたことによって，
その後の練習は中断することなく通して行われた。そし
て，練習がスムーズになっただけではなく，それまで監
督的役割で男子のやっていることに修正をすることが多
かった女子は，「銀行強盗やりたい」という主張を見せ，
イメージが共有されたときに，児童表情がパッと明るく
なるなど，イメージの共有が児童に心理的な影響をもた
らしたようである。
　これらより，イメージが共有される体験ということは，
一体感をもたらす経験であったと考えられる。一体感に
ついては，対象が多少異なるが，黒沢・有本・森（2005）
が，同調圧力を感じやすい時期である中学女子に対して
の心理社会的援助サービスを考える際に，温かい一体感
のある仲間関係への醸成が求められる，と述べているよ
うに，現代の友人関係の問題に対するアプローチとして
機能する可能性も考えられる。

③遊びとの異なる点
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　まず，「受容の経験」から，自己受容の高まりという
意味が考えられた。そして，自己受容するということは，

「自己の存在の意味付けばかりではなく，自己を取り巻
く環境をどのように認識するか，それに積極的に適応し
ていくことが出来るかどうかにも関わってくる」（石田，
1995）といわれるように，適応を高める可能性が考えら
れる。
　次に，「表現」からアサーショントレーニングとして
の側面がある可能性が示唆された。現代の児童期，青年
期の中で問題とされている不登校やいじめ，友人関係の
希薄化等の問題を打開する方法として，アサーションが
注目されているが，アサーションは，対人関係から生起
する不安を制止するのに役立つものであり，教育現場に
おいて必要で有用な一手段である（金子・中田，2003）
と期待されている。
　そして，「表現」や「遊び」からは，心が一つになる経験，
一体感といったことがみられた。対象が多少異なるが，
黒沢・有本・森（2005）は，同調圧力を感じやすい時期
である中学女子に対しての心理社会的援助サービスを考
える際に，温かい一体感のある仲間関係への醸成が求め
られる，と述べているように，現代の友人関係の問題に
対するアプローチとして機能する可能性も考えられる。
　このように，青年期前期をむかえる時期である小学校
5 年生において演劇 WS を実施することは，友人適応に
おいて臨床的意義があることが示唆される。
　また，「不合理な経験」による欲求不満耐性の向上の
可能性が考えられた。現代は欲求不満耐性の低下が指摘
されており，児童の欲求不満耐性の低下は，現代の児童
が，欲しいものが欲しいときに容易に手に入れることが
でき，仲間関係も希薄で，対人的な葛藤や不満を感じな
いで育ってきたことによるものであり，耐性を培うよう
な家庭や学校での日常生活の態度が必要であると示唆さ

くとも考えられる。ファシリテーターによるものではな
くても，グループで作業する中でも，自分のアイデアが
通らないなどの欲求不満を乗り越える経験があるとも考
えられる。
　このようなことを経験して，本番を迎える。本番では，
たとえ失敗してもこれまでの頑張ってきた事実に裏付け
され，それも含めて自分はよかった，という自己による
自己受容がなされる。そして，自分だけでなく一緒に観
客に伝えた他の子どもたちも良かった，という気持ちが
生まれ，一緒に取り組んできた仲間に対しての心が一つ
になる体験をする。
　以上，演劇 WS の実施の流れに沿って子どもたちが
出会うものについて記述した。これらから，学校現場で
の演劇 WS の子どもにとっての意味は，「“いい劇を作る”
という共通した動機のもと，面白さと安心感を基礎とし
た，他者との積極的なやりとりを行うことによる一体感
の経験」であると意味することができると考える。
　ただし，“いい劇をつくる”という共通した動機とい
うものは，あくまでも子どもたちにとっての動機であり，
これは，ファシリテーターによる様々な工夫をきっかけ
にして，徐々に高まっていくものである。また，“いい劇”
とは，一般的なクオリティの高い劇を指すのではない。
ファシリテーターの指導した「協力」，「伝える」といっ
た様々なことについて達成させるということである。そ
して，子どもたちを取り巻く大人であるファシリテータ
ーや教師たちは，“いい劇”ということに重点を置いて
いるのではなく，そのプロセスで得られるものに目標を
置いて演劇 WS を行っている。

2．臨床的な意義

　本章の第 3 節より，演劇 WS の臨床的意義の可能性
がいくつか示唆された。

かまとまらない。そういったグループ作業の難しさを感
じながら，他グループの発表を見ると，自分たちよりい
いところがあったりする。すでに劇をつくることの面白
さを持っているので，自分たちも“いい劇をつくりたい”
という動機づけが生まれる。そして，“いい劇”をつく
るには，男女協力する必要性があり，自分勝手な子ども
も受け入れていかないといけない。男女が協力し始めた
り，自分勝手な子どもが入ったりすると，グループが活
性化され，面白いアイデアが生まれたりもする。また，“い
い劇”をつくるために，どの子どももよく考える。こう
いったことを通して再び発表すると，面白いとほめても
らえる。つまり他者を受容することで，自分が受容され
る。
　次に，練習を重ねて作品が形作られてくると，伝える
ということのバリエーションが広がる。作品を作る中で
は，グループのメンバーに伝えるというスキルを必要と
されるが，今度は自分たちの発表内容をクラスの他の子
どもたちに伝えるスキルが必要とされ，そのうちに，舞
台上で通し練習するようになると，本番を想定した観客
に伝えられないといけない。また，これまでグループで
作業していたものが，一つの作品としてまとまったこと
により，自分が伝えるのではなく，自分たちで伝えるこ
とが必要となる。また，より観客に伝えるための工夫も
必要となってくる。このようにして，伝えるということ
を身につけていく。
　ときに，ファシリテーターの中で道理が通っていても，
子どもたちからすれば唐突と思われるお説教を受けるこ
ともある。内容は至極当然なことなのだが，まったく気
が付いていなかった子どもたちは，楽しい時間が中断し
てしまい，戸惑う。しかし，ファシリテーターの話を聞
くうちに言いたいことを理解していき，戸惑う現状を乗
り越える。そういった中，欲求不満耐性を身につけてい

を置くこととなる。よって，日々さまざまなカテゴリの
中で生活していた子どもたちも，カテゴリは求められず，
異質な空間に身を置くこととなる。すなわち，日常では
なくなるので，日常の人間関係にとらわれることなく，
比較的自由にその場に存在することができる。
　また，カテゴリにとらわれない自由な身で演劇 WS
に参加すると，様々な面白い経験をする。近年，外遊び，
集団遊びの減少（遠藤ら，2007）が指摘されているなか，
場所こそ屋内であるが，体を動かす集団遊びをして楽し
むことができる。このように演劇 WS の序盤において，
カテゴリが外された状態になり，遊びを通して“なんか
面白い”という印象をもった頃に，簡単なグループ創作
が行われる。やはり，カテゴリを外されたといってもす
ぐに男女仲良く取り組める訳でもないが，唐突に短い時
間で創作をするように言われ，“なんか面白い”という
気持ちのままグループ創作に取り組み，そして発表とな
る。発表では，ファシリテーターは，必ずどこかを面白
がってくれ，子どもたちは，自分の表現を受け入れられ
る経験をする。このような受容される経験と，カテゴリ
を要求されない場によって，安心感をもって表現できる
機会が提供される。そして，このグループ創作と発表
の時間によって，子どもたちは，“なんか面白い”から，
劇をすることへの興味という面白さへと移行していく。
このような，安心感をもてる場に身を置き，劇をするこ
との面白さに気づいていくことが演劇 WS を受ける準
備段階となると考えられる。
　次に，演劇 WS の本題として，学芸会の台本づくり
が始まる。作品をつくっていくにあたって，子どもたち
は難しさを感じながら，よく考え，伝えようと試みる。
まずはグループ内のメンバーに自分のアイデアを伝えて
いかないと作品はできない。しかし，男女ばらばらであ
り，協力的でない自由にしている子どももいて，なかな
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　しかしながら，今回の研究によって，これまで関係者
による体験的知見の多かった演劇 WS について，第三
者的な視点で，その現象を記述したことは，今後の演劇
WS の効果についての検討や，研究の方向性についての
多くの可能性を見出すことにつながった。
　今後の課題としては，第一に，表現」という要素から
意味を考察するのに十分なデータを収集できなかったこ
とが今後の課題としてあげられる。今回「表現」という
要素から取り出したものは，表現の意味を検討するに十
分なデータではなかった。
　演劇というものを行っている以上，表現というのは特
に重要な要素であった可能性はおおきに考えられる。今
後は，より個人に注目し，個人内のプロセスを記述して
いくことで，表現の意味を検討することができるかもし
れない。
　第二の課題として，効果検証があげられる。ワークシ
ョップについての効果をとらえるためには，長期的な視
点が必要であるといわれており（中野，2001），効果に
ついて検証していくには，その後も追跡調査を行う，も
しくは，自分の担当する学年の児童に毎年演劇 WS を
実施しているような教員に対してのインタビュー調査と
いった方法によって，縦断研究を行うことが必要となっ
てくる。
　そして，効果検証にあたっては，発達段階に沿って，
学校現場での演劇 WS の適応範囲と，各発達段階別に
望まれる効果，各段階共通に望まれる効果等を明らかに
することによって，学校現場により持ち込みやすいもの
となる可能性が考えられる。
　第三の課題として，他演劇 WS との比較検討があげ
られる。先ほどから述べているように，演劇 WS は個
別性が高く，実施者や参加者によって全く違うものが行
われている可能性もあるが，その比較検討はなかなか難

第5章　今後の課題と展望

　本節では，本研究における課題と展望について述べて
いくこととする。まず，本研究は，これまで臨床心理学
的視点から実証的に研究されることがなかった学校現場
における演劇 WS についての，その意味をとらえよう
とする仮説生成的な研究であった。そのため，フィール
ドワークで得られた学校現場での演劇 WS という出来
事そのものを丁寧に記述し，演劇 WS とは一体どうい
ったもので，何が行われているのかという点を，まずは
明らかにする必要があった。そのため，演劇 WS の効
果をとらえるために，何らかの仮説をたてて，ターゲッ
ト行動を設定するといった手順をとることは困難であ
り，今回得られた結果は，あくまでも学校現場にて，特
に児童期後期から青年期前期にあたる児童に対して，演
劇 WS を実施することの意味の仮説を示したという点
にとどまっていることを強調しておく。
　加えて，本研究でフィールドとした演劇 WS は，な
るべく個別事例性の低いものとしたが，本研究において
も，調査フィールドの劇場以外の事例については，検討
していないため，個別事例性があることは否めない。
　つまり，これまで臨床心理学の研究としてなされてこ
なかった学校現場での演劇 WS を取り上げた研究であ
るため，また，個別事例性についての検討が不十分であ
るため，本研究では学校現場の特定の発達段階を対象と
した演劇 WS の意味についての仮説生成を試みたまで
で，示唆された知見につては，効果として明示するまで
には到達していない。

育の普及のための要件として，学校現場も，そこに行く
演劇関係者にも，総合的な表現教育の意味について把握
していくことが求められるだろうと述べている。
　よって，本研究により以下 2 つの意義が示せると考え
られる。まず，本研究は学校現場における演劇 WS に
ついて，詳細に記録することを第一の目的としたが，ま
だ一般的に普及していない演劇 WS について，まず何
が行われているのか，という点について第三者の視点で，
詳細に示したという基礎的なデータを提供できた点にあ
ると考えられる。
　次に，学校現場での演劇 WS の意味について検討した。
学校現場への演劇 WS についての意味を説明し，広く
実践されていくための材料となりうることであると考え
られる。

れている（石田，1995）。
　次に，「遊び」による社会性の向上といったことが考
えられた。近年，仲間との相互作用の少ない並行遊び的
な傾向が強まり，加えて核家族化といったこともあり，
子どもたちが対人関係を円滑にするための技能を学習す
る場が少なくなってきているため，学校で意図的に配慮
されたグループ学習や協同学習などをとおして，積極的
に子どもたちの仲間関係を育成する場を与えることも必
要になってきていると指摘されている（石田，1995）。
　これらより，演劇 WS が，現代の社会状況から，意
図的にプログラムを設定しないと伸びないとされる欲求
不満耐性や社会性の向上を期待できるものであると考え
られ，学級適応につながる可能性が考えられる。
　加えて今回の演劇 WS では，創作を通して学習を高
める様子が見られた。よって，演劇 WS は，学校の授
業としても活用しやすいことが示唆された。

3．本研究の意義

　本研究では，学校現場での演劇 WS を詳細に記述す
ることから，その意味について検討することを目的とし
た。
　近年の演劇 WS は，教育の現場において演劇関係者
が演劇 WS を行うという流れが増えつつある（小林，
2005）といわれる。演出家などが，小中高校生を集めて
演劇 WS 等を実施しているが，学校での「総合的な学
習の時間」に表現活動を入れようとする動きもある（堀
切，2002）。しかし，そうした流れの中，演劇 WS につ
いて，その意味や効用についての理論的な考察がなされ
てこなかったことが指摘されている（須崎，2000）。堀
切（2003）は，理念がまとめきれていないままに一種の「流
行」めいた表現教育への試行が始まっている日本の現状
に言及しており，同時に演劇 WS を始めとした表現教
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教員に伝えることが，何よりもの説得材料であるように
思われる。今後研究を展開していくにあたっては，そう
いった点を尊重していくことも重要なことだろう。

しいのが現状である。しかし，演劇 WS を主宰してい
るような演出家は，それを記録として本にまとめている
場合も多い（平田オリザや如月小春など）。本にまとめ
るような長期的な演劇 WS の記録ではなくても，多く
の演劇 WS 実施者によって何らかの記録が残されてい
ることも多い。よって，これら文献から，より詳細にそ
の相違点をとらえ，比較検討してみることは，どういう
点に個別事例性があらわれやすく，どういう点に共通性
があるのか，といった知見を得ることが可能と思われる。
　同じように，表現教育が学校教育に組み込まれている
イギリスについて，文献などから調査していくことや，
研究手法，仮説といった点について参考とすることがで
きるかもしれない。
　第四の課題としては，調査法についても工夫を重ねて
いく必要があることがあげられる。今回は，筆者のフィ
ールドメモを中心に，補足的にビデオ記録のデータを使
用しながらフィールドノーツを書いたが，出来事をその
場で記録にとどめておくことは，とても困難な作業であ
り，補足として使ったビデオ撮影も十分に音声が記録さ
れる環境下ではなかった。演劇 WS においてやはり注
目すべき点は，グループになって創作していく場面であ
るのだが，創作場面は通常の話し合い場面とは様子が異
なり，動きが多く，ことばが少ない。そして，各グルー
プが思い思いに練習していて騒がしい。よって，メモに
書き残すためには，特定の行動の記号を設定して記録を
とるなどといった工夫なども必要であったかもしれな
い。また，広い体育館で各自大声を出していてもターゲ
ットの児童の声を捉えられるようなマイクの工夫など，
様々な工夫が考えられる。そして，これら工夫のもとに
調査に入るには，様々なことを想定して記録法を試して
みる予備調査的な機会も必要となってくるだろう。
　今後，学校現場での演劇 WS を展開していくには，
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