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3
年
生
11
名
、
4
年
生
6
名
が
参
加
し
、
難
し
い
テ
ー
マ
に
対
し
て
も
積
極
的
に
意
見
を
述
べ
て
い
ま
す
。「
全
世
界

は
劇
場
な
り
」
の
立
場
か
ら
身
体
論
・
精
神
分
析
論
・
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
論
も
取
り
あ
げ
て
い
ま
す
。

平ひ
ら

田た

栄え
い

一い
ち

朗ろ
う  

文
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部
独
文
学
専
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「
劇
場
型
社
会
」「
政
治
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」

「
演
出
」「
演
技
」「
大
震
災
の
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
」

な
ど
の
広
く
流
布
さ
れ
た
表
現
か
ら
察
せ
ら

れ
る
よ
う
に
、演
劇
的
な
要
素
は
現
代
社
会

や
日
常
生
活
に
浸
透
し
て
い
ま
す
。
ま
た
こ

れ
ら
の
言
が
「
や
ら
せ
」「
大
げ
さ
」「
大
き
な

不
幸
」
な
ど
を
意
味
す
る
よ
う
に
、
社
会
の

演
劇
的
要
素
は
し
ば
し
ば
否
定
的
あ
る
い
は

皮
相
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

演
劇
学
は
こ
の
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
が
ち
な

現
実
の
演
劇
的
要
素
を
す
ぐ
に
退
け
る
の
で
は

な
く
、そ
れ
ら
の
要
素
に
潜
む
「
も
う
一
つ
の
」

現
実
を
解
明
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
政
治
は

内
実
の
伴
わ
な
い「
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」だ
と
指

摘
さ
れ
ま
す
が
、
最
近
の
演
劇
・
政
治
研
究
で

は
、
権
力
機
構
が（
自
己
の
外
部
に
あ
る
）演

劇
的
な
手
段
を
利
用
す
る
の
で
は
な
く
、
権
力

そ
の
も
の
に
演
劇
的
要
素
が
内
在
し
て
い
る
と

い
う
見
方
が
有
力
で
す
。政
治
家
が
見
せ
か
け

の
言
動
に
走
り
が
ち
な
の
は
、
政
治
が
堕
落
し

て
い
る
か
ら
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
政
治
権
力

の
内
在
性
と
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
政
治

家
は
自
分
の
主
義
主
張
を
人
々
に
ア
ピ
ー
ル
し
、

共
感
を
得
よ
う
と
し
ま
す
が
、そ
の
た
め
に
は

適
切
な
自
己
表
現
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
自
己
表
現
の
問
い
に
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
的

な
要
素
が
必
然
的
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

同
様
の
試
み
は
「
悲
劇
」
と
い
う
考
え
方

に
も
当
て
は
ま
り
ま
す
。
最
近
の
悲
劇
研
究
は
、

従
来
の
論
で
指
摘
さ
れ
て
き
た（
社
会
や
全

体
に
対
す
る
）個
人
の
犠
牲
の
問
題
よ
り
も
、

「
自
分
ら
し
さ
」
を
過
剰
に
求
め
る
欲
望
の

問
題
を
重
視
し
ま
す
。
私
た
ち
現
代
人
は
財

力
の
許
す
限
り
、
他
人
に
迷
惑
が
か
か
ら
な

い
限
り
、
自
由
に
生
き
る
権
利
が
与
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の
自
由
を
追
求
す
れ
ば

す
る
ほ
ど
、
私
た
ち
は
い
っ
そ
う
自
分
に
物

足
り
な
さ
を
感
じ
、今
の
自
分
に
「
プ
ラ
ス
α
」

を
求
め
が
ち
で
す
。
最
近
の
悲
劇
研
究
は
こ
の

自
己
追
求
の
過
剰
な
傾
向
を
、
現
代
人
に
と

っ
て
不
可
避
な
「
運
命
」
と
み
な
し
て
、
欲

望
と
悲
劇
の
関
係
を
問
い
直
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
演
劇
的
な
要
素
は
、
現
代
社

会
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
私
た
ち
は
「
演
劇
的
な
も
の
」
を
絵

空
事
や
他
人
事
と
み
な
し
が
ち
で
す
。
演
劇

学
は
敬
遠
さ
れ
が
ち
な
問
題
を
直
視
し
、
根

底
か
ら
捉
え
直
し
て
い
る
の
で
す
。

　私たち平田ゼミでは、古来の悲劇論やパフォーマンス理論など
をもとに世界の演劇性について学んでいます。
　私たちは普段、現実が演劇であると考えることはあまりないで
しょう。平凡な日常がドラマチックだとは思わないからです。で
もたとえば目の前にいる人の「さりげない」「自然な」振る舞いに
は、演劇的な要素が仕組まれていることがあるのです。ゼミナー
ルで私たちは発表や意見交換を通じて演劇性の構造を見つけ出し、
日々生きる世界を再発見し、驚きを感じています。
　ゼミ発表で私たちはテーマや文献を自由に選び、他のメンバー
がそれに対して意見を述べています。これを繰り返すことで、私
たちは各自の関心領域を互いに掘り下げています。

演劇的な世界を発見すること

宮
み や

下
し た

寛
か ん

司
じ

君　文学部独文学専攻 4年

演劇研究──ますます演劇化する現実から別の現実をえぐり出す
半教半学
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音
楽
創
造
の
現
場
よ
り
。

岩い
わ

竹た
け　

徹と
お
る  

環
境
情
報
学
部　

教
授

　

情
報
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
応
用
し
、
音
を
中

心
と
し
た
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
作
品
の
制
作
と

研
究
を
行
う
こ
と
が
私
の
ゼ
ミ
の
テ
ー
マ
で

す
。
こ
の
分
野
で
創
作
を
行
う
に
は
研
究
が

不
可
欠
で
す
の
で
、
新
作
と
同
時
に
論
文
も

出
来
上
が
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
成
果
の
発

表
を
行
う
場
は
、
主
に
海
外
の
国
際
会
議
で

す
。
現
代
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
は
同
時
に
表
現

の
研
究
者
な
の
で
、
活
躍
し
て
い
る
人
々
は

博
士
号
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
す

が
、
し
か
し
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
は
さ
ま
ざ

ま
で
、芸
術
系
、数
学
系
、工
学
系
、生
物
系
等
、

多
岐
に
わ
た
っ
て
い
ま
す
。
学
会
も
あ
り
ま

す
が
、
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
な
人
が
多
い
の
で
堅

苦
し
い
雰
囲
気
は
皆
無
で
す
。
例
え
ばM

A
X

/M
SP

とPureD
ata

の
作
者
と
し
て
著
名
な

ミ
ラ
ー
・
パ
ケ
ッ
ト
は
、
冗
談
を
言
い
合
う

よ
う
な
か
つ
て
の
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
で
し
た
。

　

そ
れ
で
「
半
学
半
教
」
で
す
が
、
私
の
ゼ

ミ
で
は
自
然
発
生
的
に
い
つ
も
起
き
て
い
る

よ
う
に
思
い
ま
す
。
自
分
の
ア
イ
デ
ア
や
作

品
を
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
し
批
評
し
合
う

の
で
、
お
互
い
に
ど
ん
ど
ん
進
化
し
て
い
き

ま
す
。
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
面
白
い
も
の

が
で
き
て
き
て
、
そ
の
ま
ま
国
際
会
議
へ
行

っ
て
き
ま
〜
す
と
い
う
感
じ
で
す
。
ゼ
ミ
へ

は
あ
ま
り
顔
を
出
さ
な
い
代
わ
り
に
ク
ラ
ブ

シ
ー
ン
へ
出
撃
し
て
い
く
学
生
諸
君
も
い
て
、

彼
ら
は
そ
の
方
面
で
は
相
当
な
有
名
人
み
た

い
で
す
よ
。

　

私
た
ち
の
作
っ
て
い
る
音
の
響
き
は
い
わ

ゆ
る
「
サ
ブ
カ
ル
」
系
の
も
の
に
似
て
い
る

側
面
も
あ
る
よ
う
な
の
で
、
例
え
ば
ア
メ
リ

カ
か
ら
日
本
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
研
究
を

す
る
た
め
に
私
の
ゼ
ミ
に
や
っ
て
来
て
、
自

分
も
マ
イ
ナ
ー
レ
ー
ベ
ル
か
ら
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
音
楽
作
品
を
出
し
、
今
は
な
き
渋
谷
の

H
M
V
で
C
D
の
売
り
上
げ
が
ト
ッ
プ
に
な

っ
て
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
に
展
示
さ
れ
、
そ
の
業

績
（
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
）
に
よ
り

S
F
C
か
ら
博
士
号
を
授
与
さ
れ
、
今
で
は

母
国
ア
メ
リ
カ
で
活
躍
す
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト

兼
大
学
教
授
に
な
っ
て
い
る
人
も
い
た
り
し

ま
す
。
日
本
の
サ
ブ
カ
ル
の
力
っ
て
す
ご
い

で
す
ね
。
少
な
く
と
も
音
楽
に
関
し
て
は
、

大
学
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
文
化
と
サ
ブ
カ
ル

チ
ャ
ー
の
間
で
も
「
半
学
半
教
」
が
あ
る
よ

う
に
思
い
ま
す
。

　岩竹ゼミは、学部の研究会（和声、作曲）と、大学院のプロジェ
クト（Cyber Sound Project）に分かれています。「電子音楽の研究室」
とされていますが、実際は「音」に関連するものであれば、何で
もOKです。そこに何の意味があり、なぜ作るのかなどがしっかり
とあれば、さまざまなアドバイスや意見がもらえ、制作できます。
制作系の研究室の中でも「音」をメインで考えるため、少し特殊
かもしれませんが、その分やりがいがあります。そして、メンバ
ーは皆「音楽」「音」が大好きです。その気持ちがあれば、自分
が「音」を使ってやりたいことは何かを、見つけることができる
最適な場所だと思います。

岩竹研（CSP）のいいところ

花
はな

野
の

井
い

俊
しゅん

介
すけ

君　政策・メディア研究科修士課程 1年

21世紀の音楽を探る

ゼミナール・研究室紹介


