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た
シ
ナ
リ
オ
が
、
実
際
に
演
じ
て
み
る
と
、

複
雑
す
ぎ
て
面
白
さ
が
う
ま
く
伝
わ
ら
な

か
っ
た
り
、
逆
に
演
じ
て
み
る
こ
と
で
新

し
い
ア
イ
デ
ア
が
浮
か
ん
だ
り
。
ま
た
、

プ
ロ
ッ
ト
を
考
え
る
の
が
得
意
な
人
、
自

然
な
台
詞
を
思
い
つ
く
人
、
間
の
取
り
方

が
う
ま
い
人
、
力
の
抜
け
た
演
技
の
で
き

る
人
な
ど
、
生
徒
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
得

意
を
活
か
し
な
が
ら
、
演
劇
づ
く
り
に
取

り
組
み
ま
し
た
。

　

昼
過
ぎ
に
は
オ
リ
ザ
さ
ん
を
前
に
リ

ハ
ー
サ
ル
。
説
明
的
な
台
詞
や
不
自
然
な

プ
ロ
ッ
ト
な
ど
に
つ
い
て
厳
し
い
フ
ィ
ー

ド
バ
ッ
ク
が
あ
り
、
今
ま
で
創
り
上
げ
て

き
た
シ
ー
ン
を
一
か
ら
考
え
直
す
場
面
も
。

そ
れ
で
も
生
徒
た
ち
は
、
タ
イ
ム
プ
レ
ッ

シ
ャ
ー
と
戦
い
な
が
ら
、
指
摘
を
受
け
た

ポ
イ
ン
ト
を
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
修
正
。
自
主

リ
ハ
ー
サ
ル
を
繰
り
返
し
、
段
取
り
や
台

詞
を
叩
き
込
み
ま
す
。

　

夕
方
17
時
。
い
よ
い
よ
発
表
。
３
日

間
の
集
大
成
は
、
演
劇
と
し
て
は
ま
だ
ま

だ
十
分
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
校
風
の
異
な
る
高
校
の
生
徒
や
先
生

た
ち
が
出
会
い
、
異
種
混
合
チ
ー
ム
で
取

り
組
ん
だ
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、
参

加
し
た
彼
ら
に
と
っ
て
ま
さ
に
、
多
様
性

に
気
付
き
、
違
い
を
受
け
入
れ
て
、
ゴ
ー

ル
に
向
け
て
協
創
す
る
と
い
う
、
多
文
化

共
生
の
プ
ロ
セ
ス
を
体
験
す
る
場
と
な
り

ま
し
た
。
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生徒が考えたプロット
●結婚式の前日に新郎が急死した。しかし新婦は結婚式をしたい
と思い、結婚式の会場に親戚や友人を招待している。
●式直前のロビー。結婚式の業者、司会者（新婦の友人）、新婦
の妹と弟が、この事態をどうしたらいいか、話し合っている。
●本来なら結婚式をやめて葬式をすべきだが、新婦は結婚式をし
たいと言い張る。新郎の家族や親戚・友人への感謝を示したいと
の理由。大金持ちの叔母が新婦を支持する。
●結婚式を行う。

生徒が考えたプロット
●ハロウィンの夜、あるお店でハロウィンパーティが行われている。
●店員たちの間で、昼間に別の店に来た謎の客（変な人）のこと
が話題に上る。
●店長は遊びに来た客のひとりに好意を寄せている。
●店長が好意を寄せていた客が席を外す。
●謎の客が店に現れ、店員たちは接客を押し付け合うが、席を外
していた客が戻るのを見るなり、店長が接客を希望する。
●謎の客が、実はその客の生き別れた親とわかる。

平
田
オ
リ
ザ
、演
劇
教
育
を
語
る
。

―
―
演
劇
教
育
に
取
り
組
む
意
味
と
は
？

　

演
劇
と
は
集
団
で
イ
メ
ー
ジ
す
る
ゲ
ー

ム
で
す
。
演
じ
手
が
強
い
イ
メ
ー
ジ
を
発

信
し
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
観
客
が
共
有
で

き
る
か
ど
う
か
、
そ
れ
が
鍵
な
の
で
す
。

そ
れ
が
あ
っ
て
初
め
て
観
客
は
演
劇
の
世

界
に
引
き
込
ま
れ
ま
す
。
普
段
の
会
話
で

も
、
イ
メ
ー
ジ
の
共
有
が
で
き
て
い
な
い

時
に
強
い
こ
と
を
言
わ
れ
る
と
、
ひ
い
て

し
ま
う
か
「
キ
モ
い
」と
な
る
で
し
ょ
う
？　

劇
作
家
は
イ
メ
ー
ジ
共
有
を
仕
掛
け
、
虚

構
を
創
る
名
人
と
言
え
ま
す
ね
。

　

そ
し
て
、
イ
メ
ー
ジ
共
有
が
大
切
な
の

は
、
演
劇
の
世
界
の
こ
と
だ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
現
代
の
日
本
社
会
で
は
、
人
々

の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
（
文
脈
・
背
景
）
が
バ

ラ
バ
ラ
だ
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
、イ
メ
ー

ジ
を
共
有
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
っ
て
い

ま
す
。
こ
こ
に
演
劇
教
育
を
学
校
へ
導
入

す
る
時
代
の
要
請
が
あ
り
ま
す
。

　

演
劇
教
育
で
は
、
グ
ル
ー
プ
で
シ
ナ
リ

オ
を
創
り
、
演
じ
る
こ
と
で
、
相
互
理
解

と
イ
メ
ー
ジ
共
有
の
大
切
さ
に
気
付
く
こ

と
が
で
き
ま
す
。

―
―
欧
米
の
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
で
は
、
演
劇

教
育
に
力
を
入
れ
る
学
校
が
増
え
て
い
る

そ
う
で
す
ね
。
日
本
の
学
校
で
演
劇
教
育

を
実
施
す
る
な
ら
、
小
中
高
と
、
ど
の
よ

う
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
な
り
ま
す
か
？

　

演
劇
と
い
う
よ
り
、
表
現
と
い
う
く
く

り
の
方
が
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

小
学
校
の
段
階
で
は
２
つ
の
軸
が
あ
り

ま
す
。
ひ
と
つ
は
国
語
に
近
く
、
言
語
運

用
能
力
を
育
て
る
と
い
う
こ
と
。
文
章
を

読
ん
で
「
こ
の
後
、
君
な
ら
何
を
言
う
？
」

と
聞
い
て
い
き
ま
す
。
も
う
ひ
と
つ
は「
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
」。
幼
児
の
ま
ま
ご
と

遊
び
の
よ
う
に
役
を
演
じ
た
り
、
役
割
を

入
れ
替
え
て
遊
ぶ
レ
ッ
ス
ン
で
す
。
幼
稚

　

演
劇
教
育
に
特
に
熱
心
な
の
は
、
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
や
カ
ナ
ダ
な
ど
、
多
く
の
移

民
を
受
け
入
れ
て
い
る
国
。
英
語
の
運
用

能
力
の
向
上
や
、
異
文
化
の
子
ど
も
を
理

解
す
る
教
育
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
ま

す
。
例
え
ば
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
の
子
ど
も
た

ち
に
、
演
劇
の
中
で
「
お
い
し
い
セ
リ
フ

を
言
う
」
役
割
を
与
え
て
自
己
肯
定
感
を

高
め
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
ね
。

―
―
〝
利
他
〞
を
考
え
る
時
に
も
、グ
ロ
ー

バ
ル
な
「
異
文
化
理
解
」
が
鍵
と
な
る
と

考
え
て
い
ま
す
。
オ
リ
ザ
さ
ん
の
実
践
か

平田オリザ
劇作家・演出家・青年団主宰。こまばアゴラ劇場芸術総監督・城崎国際アートセンター芸
術監督。東京藝術大学 COI研究推進機構 特任教授、大阪大学コミュニケーションデザイ
ン・センター客員教授、四国学院大学客員教授・学長特別補佐、京都文教大学客員教授。

チーム
B

チーム
A

3日目

伏線と現実性のバランスが大事。
自然な形で背景を伝える工夫を。

　店長がハケてからワンシーンつくらないと、店長が席を外
した客に好意を寄せていることがわからないね。「あの店長
キモイよ、見え見えだね」というような台詞を入れるだけで、
状況が観客に伝わります。ここのボディの部分が薄っぺらい
ですね。
　プロットのバランスも重要。店長が好意を寄せている客が
母子家庭だということや、謎の客のことなど、店長が来た時
に伝えておいた方がいい。そこまでしてから謎の客が来ると
わかりやすい。また、謎の客がいなくなった時に、客が店員
を呼びに行って「何あれ？」「変なのが来た」という会話が
あれば、客が気持ち悪がっていることがわかりますよね。
　後半の展開は良かったです。

花嫁の心の揺れを表現するには、
決定的な外的変化が必要。

　演劇では大きな嘘をつきますが、そのためにはディテール
をていねいに作り込まないと。細部はリアルだけれど、全体
としてはだまし絵になっている、それが演劇。細部がよくな
いとお客さんに突っ込まれる。
　この場合、普通は新郎の両親は悲しみ、葬式をしようとす
るはず。そういった葛藤も描かないと、嘘っぽくなる。「も
ちろん中止ですよね」という台詞もだめ。「中止じゃない？」
として、リアクションを展開した方がいいね。
　演劇は、内的な心の変化を表現するのには向いていない。過
去の心を語るのもおかしい。だから、花嫁の心が揺れている
ことを表現するためには、「それなら揺れ動くだろう」と観客
を納得させるような、外的な変化がないといけないんです。

園
や
保
育
園
で
や
る
こ
と
を
、
小
学
校
で

も
や
っ
て
い
き
ま
す
。

　

小
学
校
高
学
年
か
ら
中
学
校
の
段
階
に

な
る
と
、
今
回
の
演
劇
レ
ッ
ス
ン
で
や
っ

た
よ
う
な
方
法
で
、「
誰
で
も
が
演
劇
で
き

る
」
と
い
う
状
態
に
し
た
い
。
人
間
関
係

を
論
理
だ
け
で
捉
え
る
の
で
は
な
く
、「
異

文
化
理
解
」
で
つ
な
が
る
体
験
を
共
有
す

る
機
会
に
し
た
い
で
す
ね
。

　

高
校
の
演
劇
教
育
は
、
芸
術
と
し
て
の

演
劇
を
創
る
段
階
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は

演
劇
（
表
現
）
コ
ー
ス
の
高
校
や
、
選
択

の
授
業
で
実
施
す
る
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

講評 講評

「
多
文
化
共
生
」は
、

自
分
の
価
値
観
を
疑
い
、

相
対
化
す
る
と
こ
ろ
か
ら

始
ま
る
ん
で
す
。
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ら
コ
メ
ン
ト
を
も
ら
い
た
い
の
で
す
が
。

　

東
京
の
新
大
久
保
は
、
元
々
在
日
韓
国
・

朝
鮮
の
人
た
ち
の
多
い
街
で
す
が
、
近
年

は〝
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
〞が
増
え
て
き
ま
し
た
。

居
住
者
の
半
分
が
日
本
人
以
外
で
、
出
身

地
も
中
国
系
、
ア
ラ
ビ
ア
系
と
多
様
化
し

て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
今
、
新
大
久
保
の
学
校
で
、

ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
の
子
ど
も
た
ち
に
日
本
語

の
教
育
を
し
っ
か
り
と
行
っ
て
い
る
こ
と

が
、
彼
ら
の
家
族
や
文
化
に
新
た
な
問

題
を
引
き
起
こ
し
て
い
ま
す
。
日
本
語
を

し
ゃ
べ
れ
な
い
親
を
バ
カ
に
し
た
り
、
自

分
の
出
身
地
の
文
化
が
嫌
い
に
な
っ
て
し

ま
う
と
い
う
問
題
で
す
。

　

こ
れ
を
突
破
す
る
た
め
に
は
、
日
本
と

中
国
、
日
本
と
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
よ
う
な
二

つ
の
文
化
の
問
題
と
せ
ず
、「
多
文
化
」
と

い
う
問
題
設
定
を
す
る
こ
と
が
重
要
と
な

り
ま
す
。
例
え
ば
〝
多
言
語
学
習
〞
と
い

う
ス
タ
イ
ル
に
す
る
と
、
お
茶
と
い
う
言

葉
が
ど
の
よ
う
な
言
語
で
も
、
似
た
よ
う

な
発
音
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
こ
か
ら
お
茶
の
飲
み
方
が
、
ミ
ャ
ン

マ
ー
、
チ
ベ
ッ
ト
、
中
国
、
韓
国
、
日
本

と
少
し
ず
つ
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
面
白

く
、
各
国
の
子
ど
も
た
ち
の
文
化
が
相
対

化
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

　

例
え
ば
、
変
わ
ら
な
い
日
本
人
の
自
分

と
、
変
わ
ら
な
い
外
国
人
の
他
者
が
ガ
チ

ン
コ
で
ぶ
つ
か
り
合
う
と
い
う
状
況
か
ら

は
、
交
流
も
利
他
も
生
ま
れ
な
い
。
互
い

に
変
化
す
る
と
い
う
前
提
に
、
そ
の
よ
う

な
状
況
を
生
み
出
す
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

そ
う
す
る
と
、
日
本
の
言
葉
や
文
化
の

方
が
〝
上
〞
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
日

本
の
文
化
も
多
様
な
中
の
ひ
と
つ
の
在
り

方
だ
と
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

グ
ロ
ー
バ
ル
な
レ
ベ
ル
で
の
〝
利
他
〞
を

考
え
る
な
ら
、
例
え
ば
、
日
本
の
東
京
に

住
む
中
産
階
級
と
い
う
自
分
の
持
っ
て
い

る
価
値
観
や
文
化
を
疑
い
、
相
対
化
す
る

こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
し
て
、
日
本
人
で
あ
る
自
分
も
、
外
国

か
ら
来
た
他
者
も
「
お
互
い
が
変
わ
る
」

こ
と
を
前
提
に
、
何
か
を
施
す
の
で
は
な

く
、
共
に
存
在
す
る
場
で
、
異
文
化
の
自

分
と
他
者
が
混
然
一
体
に
な
る
と
い
う
感

覚
が
大
切
だ
と
、
私
は
考
え
ま
す
。

平田オリザの高校生演劇教室に参加して

論
理
的
思
考
の
育
成
に
も 

役
立
つ
の
で
は
？

　

今
回
の
演
劇
づ
く
り
で
は
、
①
筋

を
立
て
、
筋
を
通
し
て
辻
褄
を
合
わ

せ
、
②
観
客
（
他
者
）
を
意
識
し
て
、

「
結
末
」
を
支
え
る
に
足
る
必
然
（
根

拠
）
を
見
つ
け
る
た
め
に
知
恵
を
出

し
合
い
、
③
実
際
に
演
じ
て
み
て
、

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
受
け
て
「
修
正
」

し
、
④
本
番
で
は
、
自
然
な
手
順
で

「
情
報
」
を
観
客
に
も
た
ら
し
、
劇
と

し
て
見
せ
る
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。

私
は
、
こ
の
手
法
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
力
を
向
上
さ
せ
る
と
と
も
に
、

論
理
的
思
考
力
の
育
成
に
も
役
立
つ

と
感
じ
ま
し
た
。

　

多
く
の
教
育
現
場
で
は
現
在
、

ペ
ー
パ
ー
テ
ス
ト
や
レ
ポ
ー
ト
な
ど
、

論
理
的
思
考
力
の
育
成
の
た
め
の
手

段
の
一
つ
で
あ
る
「
言
語
化
」が
目
的

化
し
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、

10
代
前
半
の
児
童
・
生
徒
の
学
び
に
、

こ
の
よ
う
な
演
劇
的
手
法
を
取
り
入

れ
た
「
教
科
横
断
型
授
業
」
を
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
内
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が

で
き
れ
ば
、コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

作
法
と
と
も
に
、
論
理
的
思
考
や
学

び
合
い
の
方
式
を
ま
さ
に
体
で
覚
え

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

立
命
館
中
学
校
・
高
等
学
校

岸
田
康
子
教
諭

文
化
の
異
な
る
メ
ン
バ
ー
と
の 

交
流
が
刺
激
に
！

　

著
書
や
対
談
、
講
義
を
通
じ
て
触

れ
る
平
田
オ
リ
ザ
さ
ん
の
「
演
劇
は

あ
る
程
度
は
論
理
的
説
明
が
で
き

る
」
と
い
う
ス
タ
ン
ス
は
、
演
劇
を

完
全
に
感
性
の
分
野
だ
と
思
い
込
ん

で
い
た
自
分
に
は
か
な
り
衝
撃
的

だ
っ
た
が
、
そ
れ
が
「
脚
本
を
作
る
」

体
験
を
通
じ
て
よ
り
深
い
理
解
へ
と

つ
な
が
る
過
程
が
新
鮮
だ
っ
た
。

　

ま
た
、
自
分
と
は
違
う
感
性
を

持
っ
た
同
世
代
の
演
劇
経
験
者
と
交

流
す
る
の
は
単
純
に
楽
し
く
、
そ
し

て
大
き
な
刺
激
と
な
っ
た
。
今
後
、似

た
よ
う
な
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
あ
る

の
な
ら
参
加
し
て
い
き
た
い
。灘

高
校
１
年

大
畠
一
人
さ
ん

　
Ｊ
Ａ
Ｌ
グ
ル
ー
プ
で
、
沖
縄
を
中

心
と
し
た
空
域
を
飛
ぶ
ジ
ャ
パ
ン
ト

ラ
ス
ト
オ
ー
シ
ャ
ン
株
式
会
社
。
与

儀
さ
ん
は
キ
ャ
ビ
ン
ア
テ
ン
ダ
ン

ト
（
Ｃ
Ａ
）
と
し
て
、
勤
務
日
に

は
４
便
程
度
を
フ
ラ
イ
ト
し
ま
す
。

２
０
１
０
年
に
入
社
し
た
翌
年
、
Ｊ

Ａ
Ｌ
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
手
帳
を
上
司
か

ら
直
接
手
渡
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の

中
で
与
儀
さ
ん
が
自
分
の
フ
ィ
ロ
ソ

フ
ィ
と
し
て
い
る
の
が
「
有
言
実
行

で
こ
と
に
あ
た
る
」
で
す
。

　

機
内
販
売
の
売
り
上
げ
が
低
迷

し
て
い
た
グ
ル
ー
プ
の
セ
ー
ル
ス

リ
ー
ダ
ー
に
な
っ
た
時
、
こ
の
フ
ィ

ロ
ソ
フ
ィ
を
胸
に
、「
売
り
上
げ
１

位
を
目
指
し
ま
せ
ん
か
」
と
皆
に
呼

び
か
け
ま
し
た
。
上
司
は
驚
い
た
も

の
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
く
れ
、
グ

ル
ー
プ
の
Ｃ
Ａ
が
、
い
ろ
い
ろ
な
取

り
組
み
を
始
め
て
く
れ
ま
し
た
。

 

稲
盛
さ
ん
が
自
分
の
経
験
を
通
じ

て
学
び
、
会
得
し
て
き
た
生
き
た
哲

学
―
―
「
思
う
」
こ
と
の
大
切
さ
、

働
く
意
味
、原
理
原
則
に
従
う
こ
と
、

利
他
の
心
で
生
き
る
こ
と
な
ど
に
つ

い
て
、
わ
か
り
や
す
い
シ
ン
プ
ル
な

言
葉
で
語
ら
れ
た
本
書
。

　

特
に
、
ご
自
身
が
「
考
え
方
」
を

変
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
事
態
が
好
転

し
て
い
っ
た
事
例
は
、
昨
今
注
目
さ

れ
る
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
心
理
学

や
、
ス
ト
レ
ス
や
レ

ジ
リ
エ
ン
ス
に

関
す
る
研
究
結
果
と
通
じ
る
も
の
が

あ
り
ま
す
。
稲
盛
さ
ん
が
経
験
的
に

学
ん
で
き
た
成
功
哲
学
に
、
よ
う
や

く
心
理
学
的
な
研
究
が
追
い
付
い
て

き
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

さ
ら
に
、
本
書
の
後
半
で
は
、
個

人
の
生
き
方
指
南
か
ら
、
社
会
の
中

で
生
き
る
こ
と
、
社
会
の
在
り
方
、

宇
宙
に
ま
で
、
稲
盛
さ
ん
の
考
え
方

を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
利
己
的

な
資
本
主
義
社
会
が
行
き
詰
り
つ
つ

あ
る
現
代
は
、
個
々
人
が
近
視
眼

的
に
自
利
を
求
め
た
結
果
な
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
一
人
ひ
と
り
が

今
よ
り
少
し
高
い
視
座
で
、
課

題
・
問
題
の
つ
な
が
り
を
見

直
し
、
利
他
の
心
を
持
つ
こ

と
が
で
き
れ
ば
、
現
代
の

閉
塞
感
を
解
き
ほ
ぐ
す
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
か
？
そ
の
よ
う
な
希

望
が
見
え
て
き
ま
す
。

　

新
し
い
年
度
が
始

ま
り
、
１
年
の
目
標

や
ビ
ジ
ョ
ン
を
考
え

る
春
、
こ
の
本
と
共
に
「
人
と

し
て
の
生
き
方
」
を
考
え
て
み
て
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
？

　

与
儀
さ
ん

は
、
楽
し
み
な
が

ら
セ
ー
ル
ス
す
る
工
夫
と
し
て
、
機

内
販
売
商
品
の
豆
知
識
集
を
作
り
、

乗
務
す
る
Ｃ
Ａ
と
共
有
し
た
と
こ

ろ
、
お
客
さ
ま
と
話
が
弾
み
、
セ
ー

ル
ス
ア
ッ
プ
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。

ま
た
、
飛
行
機
や
人
気
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
の
形
に
切
っ
た
折
り
紙
を
、
飲

み
物
の
ス
ト
ロ
ー
に
沿
え
る
サ
ー
ビ

ス
（
写
真
）
は
、
他
の
グ
ル
ー
プ
に

も
広
ま
り
、
Ｃ
Ａ
は
皆
、
ポ
ケ
ッ
ト

に
切
り
紙
細
工
を
し
の
ば
せ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
与
儀
さ
ん
の
グ
ル
ー

プ
の
売
り
上
げ
は
３
位
に
上
昇
。
次

の
リ
ー
ダ
ー
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
し
た

翌
年
は
１
位
に
な
り
「
１
位
を
目
指

そ
う
、
と
宣
言
し
た
自
分
に
、
皆
が

協
力
し
て
く
れ
て
、
目
標
を
達
成
で

き
ま
し
た
」。

ストローに沿える切り紙細工は、CAの
手作り。特にキャラクターの切り紙は、
子どもたちに人気だとか。

『生き方 －人間として一番大切なこと－』
（稲盛和夫著／サンマーク出版）

有
言
実
行
で
こ
と
に
あ
た
る

マ
イ
・
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ

京
セ
ラ
・
K
D
D
I
・
J
A
L
グ
ル
ー
プ
を

哲
学
経
営
で
率
い
て
き
た
稲
盛
和
夫
さ
ん
。

こ
の
シ
リ
ー
ズ
で
は
、
社
員
の
皆
さ
ん
が

稲
盛
哲
学
を
ど
の
よ
う
に
咀
嚼
し
、

自
分
の
も
の
と
し
て
い
る
の
か
、

仕
事
で
の
実
践
に
つ
い
て
お
話
を
お
聞
き
し
ま
す
。

人
生
・
仕
事
の
結
果
＝
考
え
方
×
熱
意
×
能
力

経
験
と
実
践
か
ら
生
ま
れ
た

「
生
き
た
哲
学
」

人
と
し
て
正
し
い

生
き
方
・
考
え
方
と
は
？

ジ
ャ
パ
ン
ト
ラ
ス
ト
オ
ー
シ
ャ
ン
株
式
会
社

客
室
乗
員
部

与
儀
み
ど
り
さ
ん

私
の

稲
盛

哲
学

Perso
n

B
b o o k
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