
関
西
、
特
に
大
阪
に
は
豊
穣
な
歴
史

や
文
化
が
あ
る
が
、
か
な
り
の
記
憶
が

埋
も
れ
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
。
そ
ん
な

地
域
の
資
源
を
掘
り
起
こ
し
、
楽
し
く

わ
か
り
や
す
く
伝
え
よ
う
と
立
ち
上
げ

た
の
が
「
語
り
べ
シ
ア
タ
ー
」
の
活
動

で
あ
る
。
地
域
の
人
々
に
わ
が
ま
ち
の

歴
史
と
現
在
の
つ
な
が
り
を
知
っ
て
も

ら
い
、
誇
り
を
持
っ
て
ほ
し
い
。
地
域

の
活
力
や
都
市
魅
力
の
創
出
に
向
け
活

用
し
て
ほ
し
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
、

取
り
組
み
を
続
け
て
い
る
。

旗
揚
げ
は
仮
設
小
屋
の　
　
　
　
　

こ
け
ら
落
と
し　

「
語
り
べ
に
な
っ
て
大
阪
の
歴
史
や
文

化
を
掘
り
起
こ
し
て
み
ま
せ
ん
か
」

1
9
9
4
年
5
月
、
大
阪
市
天
王
寺

区
の
生
花
卸
売
市
場
跡
の
仮
設
小
屋

「
一
心
寺
シ
ア
タ
ー
」［
＊
1
］
の
こ
け
ら

落
と
し
を
兼
ね
て
「
な
に
わ
の
語
り
べ

養
成
講
座
旗
揚
げ
公
演
」
を
開
催
し
た
。

〝
語
り
〟
と
ス
ラ
イ
ド
に
ピ
ア
ノ
の
生

演
奏
を
交
え
「
曽
根
崎
心
中
」
と
「
梅

田
」
の
関
連
を
紹
介
す
る
と
、
大
入
り

の
客
席
か
ら
大
き
な
拍
手
が
沸
き
起
こ

り
「
歴
史
や
文
化
は
難
し
い
と
思
っ
て

い
た
が
、
と
て
も
楽
し
く
学
べ
た
」
と

好
評
を
い
た
だ
い
た
。
半
年
後
、
大
阪

市
主
催
生
涯
学
習
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の

一
環
で
大
阪
市
中
央
公
会
堂
大
集
会
室

で
も
発
表
し
た
後
、
市
内
の
市
民
学
習

セ
ン
タ
ー
で
養
成
講
座
を
開
催
し
た

（
☆
1
）。
こ
の
頃
、
大
阪
で
は
経
済
最
優

先
の
風
潮
が
あ
っ
た
が
、
地
域
を
テ
ー

マ
に
し
た
イ
ベ
ン
ト
や
講
座
に
は
多
く

の
人
が
集
ま
っ
た
。

1
9
9
6
年
3
月
、
天
王
寺
区
下
寺

町
一
帯
を
舞
台
に
「
な
に
わ
人
形
芝
居

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
が
開
催
さ
れ
た
。

昔
は
寺
院
の
境
内
で
は
、〝
人
形
劇
〟

や
〝
紙
芝
居
〟
が
よ
く
上
演
さ
れ
て
お

り
、
身
近
に
あ
っ
た
文
化
や
芸
能
に
焦

点
を
当
て
、
寺
院
の
あ
り
方
を
問
い
、

住
民
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
創
出
を
試
み
る

催
し
で
あ
っ
た
。
結
果
、
ふ
だ
ん
は
閑

散
と
し
た
界
隈
や
境
内
が
大
勢
の
家
族

で
賑
わ
っ
た
（
☆
2
）。
こ
の
イ
ベ
ン
ト

の
一
環
で
、
再
び
一
心
寺
シ
ア
タ
ー
で

「
一
心
寺
」
や
「
大
阪
の
交
通
」
を
テ
ー

マ
に
公
演
を
開
催
し
盛
況
で
あ
っ
た
。

地
域
と
と
も
に
自
己
を
発
見
す
る

︱︱
地
域
へ
の
関
心
の
高
ま
り

『
C
E
L
』
35
号
（
1
9
9
5
年
12
月
発
行
）

で
は
、「〝
自
分
探
し
〟
へ
の
サ
ポ
ー
ト

シ
ス
テ
ム
―
―
『
な
に
わ
の
語
り
べ
養

成
講
座
』
に
見
る
手
法
」
を
執
筆
。
地

域
の
物
語
を
発
掘
し
伝
え
る
ワ
ー
ク
に

つ
い
て
、
地
域
と
と
も
に
自
己
発
見
が

で
き
、人
と
の
出
会
い
や
交
流
の
「
場
」

を
実
現
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
記
し
た
。

こ
れ
は
後
の
活
動
展
開
全
般
で
実
感
し

て
い
く
こ
と
に
な
る
。

2
0
0
7
年
、
観
光
立
国
推
進
基
本

法
が
施
行
さ
れ
た
。「
地
域
が
一
丸
と

な
っ
て
個
性
あ
ふ
れ
る
観
光
地
域
を
作

り
上
げ
、
そ
の
魅
力
を
自
ら
積
極
的
に

発
信
し
て
い
く
こ
と
で
、
住
民
に
と
っ

て
誇
り
と
愛
着
の
持
て
る
、
活
気
に
あ

ふ
れ
た
地
域
社
会
を
築
い
て
い
く
こ

と
」
を
目
指
し
た
取
り
組
み
を
奨
励
す

る
も
の
で
あ
る
。
大
阪
で
も
よ
う
や
く

文
化
資
源
の
活
用
が
着
目
さ
れ
は
じ
め
、

翌
年
以
降
、
産
官
に
よ
る
協
議
会
事
業

と
し
て
「
ま
ち
歩
き
」
観
光
プ
ロ
グ
ラ

ム
［
＊
2
］
が
本
格
稼
働
し
、
大
阪
商
工

会
議
所
主
催
で
「
大
阪
検
定
」［
＊
3
］

も
開
始
さ
れ
た
。
こ
の
時
期
は
、
団
塊

の
世
代
が
還
暦
を
迎
え
る
頃
で
も
あ
り
、

ア
ク
テ
ィ
ブ
な
シ
ニ
ア
層
を
中
心
に
地

域
へ
の
関
心
を
よ
り
高
め
る
契
機
と

な
っ
た
。

「
語
り
べ
シ
ア
タ
ー
」
は
、
時
代
の
風

に
乗
っ
て
、
各
新
聞
社
と
の
共
催
で
、

劇
場
で
の
公
演
開
催
を
実
現
さ
せ
た
。

自
治
体
や
民
間
団
体
の
記
念
事
業
で
の

上
演
を
依
頼
さ
れ
る
こ
と
も
増
え
、
さ

ら
に
活
動
場
所
を
大
阪
か
ら
阪
神
間
に

広
げ
、
そ
の
際
、
活
動
の
総
称
を
「
語

り
べ
シ
ア
タ
ー
」
と
改
称
し
た
（
☆
3
）。

お
客
さ
ま
か
ら
は
「
自
分
の
ま
ち
が

好
き
に
な
っ
た
」「
あ
ら
た
め
て
歩
き

た
い
」「
歴
史
、
音
楽
、
伝
統
芸
能
ま
で
、

さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
が
融
合
さ
れ
、

地
域
の
魅
力
発
信
の
理
想
の
形
の
ひ
と

つ
だ
」
と
喜
び
の
感
想
を
い
た
だ
い
た
。

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
コ
ラ
ボ
力

「
語
り
べ
シ
ア
タ
ー
」
の
柱
と
な
る
の

は
、
地
域
の
資
源
を
掘
り
起
こ
し
、
編

集
し
た
物
語
で
あ
る
が
、
一
方
で
「
語

り
と
映
像
、
音
楽
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ

ン
が
素
晴
ら
し
い
」
と
い
う
感
想
を
毎

回
い
た
だ
く
。
確
か
に
当
初
か
ら
、
音

楽
の
生
演
奏
や
朗
読
劇
な
ど
演
出
を
交

え
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
形
式
を
大
事
に
し

て
き
た
。
ま
た
コ
ア
メ
ン
バ
ー
と
し
て

共
演
す
る
音
楽
家
た
ち
が
、
プ
ロ
と
し

て
の
技
術
を
加
速
度
的
に
磨
き
、
毎
回

一
緒
に
新
し
い
表
現
を
試
行
し
た
。

演
出
家
や
役
者
と
タ
ッ
グ
を
組
む
こ

と
に
も
挑
戦
し
た
。
映
写
す
る
イ
ラ
ス

ト
も
、
作
品
テ
ー
マ
の
イ
メ
ー
ジ
に
合

う
作
家
を
探
し
出
し
、
作
画
し
て
も

ら
っ
て
い
る
。
お
の
お
の
の
芸
術
活
動

で
洗
練
さ
れ
た
も
の
を
、
ま
ち
の
物
語

を
伝
え
る
手
法
と
し
て
活
用
し
て
い
る

こ
と
が
、
ひ
と
つ
の
成
功
の
鍵
で
あ
り
、

文
化
芸
術
が
異
な
る
分
野
に
橋
を
か
け
、

社
会
に
つ
な
が
り
を
創
る
ツ
ー
ル
と

な
っ
た
好
例
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

地
域
と
の
事
業
連
携
の
強
み

2
0
1
6
年
に
は
、
尼
崎
市
市
政

1
0
0
周
年
記
念
事
業
と
し
て
、「
わ

が
ま
ち
尼
崎
も
の
が
た
り
―
―
ア
マ
に

し
か
な
い
歴
史
と
技
術
と
都
市
文
化
」

を
上
演
し
た
。
尼
崎
市
か
ら
依
頼
さ
れ

1
年
か
け
て
地
元
の
調
査
取
材
を
進
め
、

私
立
園
田
学
園
中
学
校
・
高
等
学
校
の

コ
ー
ラ
ス
部
の
皆
さ
ん
に
も
入
っ
て
い

た
だ
い
た
。

2
0
1
7
年
に
は
、
大
阪
市
御
堂
筋

完
成
80
周
年
記
念
事
業
の
一
環
で
「
御

堂
筋
も
の
が
た
り
」を
上
演
。2
0
1
9

年
に
は
、
在
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
日
本
国
大

使
館
ジ
ャ
パ
ン
・
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
・

セ
ン
タ
ー
（
J
C
C
）
の
設
立
10
周
年

事
業
の
一
環
で
、
日
本
の
伝
統
芸
能

「
文
楽
」
を
切
り
口
に
、
そ
の
魅
力
や

見
ど
こ
ろ
、
生
ま
れ
た
時
代
背
景
な
ど

を
「
語
り
べ
シ
ア
タ
ー
」
の
公
演
手
法

を
活
用
し
て
紹
介
し
た
（
☆
4
）。

2
0
2
2
年
か
ら
は
、「
生
き
た
建

築
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
大

阪
」［
＊
4
］
と
い
う
、
日
本
最
大
と
言

わ
れ
る
建
築
イ
ベ
ン
ト
と
の
連
携
を
試

み
、
2
0
2
3
年
、
24
年
は
、
建
築

家
・
安
井
武
雄
［
＊
5
］
を
切
り
口
に
し

た
作
品
を
制
作
上
演
し
た
（
☆
5
）。
特

に
24
年
は
、
安
井
武
雄
が
設
計
し
た

「
大
阪
倶
楽
部
」（
現
建
築
）
と
安
井
建

築
設
計
事
務
所
1
0
0
周
年
［
＊
6
］
記

念
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
企
画
し
、
大
盛
会

と
な
っ
た
。

2016 年の尼崎市市政 100周年記念事業における「わがま
ち尼崎ものがたり」のステージ。映し出されたのは「義経
千本桜」にも登場し、尼崎ともゆかりの深い平知盛最期の
場面。写真提供／筆者（以下すべて）

『ＣＥＬ』を振り返る…………

「語りべシアター」の展開
 ――地域価値を発信する文化芸術の実験劇場

第 回6

『CEL』は、特集テーマについて詳しく伝えると同時に、
各研究員の活動内容を発信する貴重な媒体でもある。
研究員にとっては、掲載が目標となり研鑽のチャンスでもあった。
それが、研究所が発行する情報誌のもうひとつの役割であろう。
本稿では、地域の歴史や魅力をショートストーリーに編集し、
語りと映像に音楽の生演奏をまじえた独自の手法で伝える
「語りべシアター」の取り組みに焦点を当て、
過去の『CEL』での掲載や今号特集テーマと照らし合わせて、
活動の拡がりや意義をあらためて紹介する。
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Kurimoto Tomoyo
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こ
の
よ
う
に
自
治
体
や
地
域
の
事
業

と
連
携
し
た
公
演
活
動
で
は
、
地
域
魅

力
創
出
や
ま
ち
づ
く
り
に
資
す
る
も
の

と
し
て
情
報
共
有
や
発
信
の
範
囲
が
拡

が
り
、
地
域
価
値
、
地
域
ブ
ラ
ン
ド
向

上
に
寄
与
で
き
る
有
効
な
チ
ャ
ン
ス
と

な
っ
た
。「
語
り
べ
シ
ア
タ
ー
」
に
よ

る
発
信
が
、
分
野
や
国
内
外
を
問
わ
ず

受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
も
実
証
で
き
た
。

担
い
手
の
育
成
か
ら

新
た
な﹁
場
﹂づ
く
り
を
目
指
し
て

一
方
で
、
活
動
の
裾
野
を
広
げ
、
持

続
可
能
な
体
制
を
模
索
す
る
た
め
、
担

い
手
の
育
成
を
目
的
と
し
た
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
を
2
0
1
3
年
に
立
ち
上
げ

た
。
参
加
者
は
50
～
70
代
が
中
心
で
、

修
了
生
の
チ
ー
ム
に
よ
る
発
表
会
を
開

催
し
て
き
た
。

当
初
数
年
間
は
、
小
さ
な
セ
ミ
ナ
ー

ル
ー
ム
で
発
表
会
を
開
催
し
た
が
、
驚

い
た
こ
と
に
、
準
備
が
進
む
に
つ
れ
発

表
者
が
ど
ん
ど
ん
本
気
に
な
り
、
本
番

で
は
テ
ー
マ
に
合
う
衣
装
を
着
用
し
て
、

若
返
っ
て
見
え
る
ほ
ど
活
き
活
き
し
て

い
た
。
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
お
客
さ
ま

を
笑
顔
に
し
、
新
た
な
参
加
希
望
者
も

出
て
き
た
。
ま
た
公
演
後
、
チ
ー
ム
メ

ン
バ
ー
に
各
地
域
の
公
民
館
や
図
書
館

で
の
発
表
依
頼
が
複
数
あ
り
、
少
し
ず

つ
だ
が
裾
野
が
広
が
っ
て
い
っ
た（
☆
6
）。

メ
ン
バ
ー
に
と
っ
て
は
、
チ
ー
ム
の

仲
間
た
ち
と
刺
激
と
達
成
感
を
共
有
で

き
る
こ
と
が
参
加
継
続
の
理
由
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
地
域
の
こ
と
を
学
び
、

い
か
に
伝
え
る
か
知
恵
を
絞
る
プ
ロ
セ

ス
、
地
域
魅
力
を
発
信
す
る
役
割
を
担

い
、
お
客
さ
ま
に
喜
ん
で
も
ら
っ
た
発

表
の
「
場
」
の
高
揚
感
な
ど
、
新
し
い

も
の
を
創
り
上
げ
披
露
す
る
愉
し
み
は
、

文
化
芸
術
活
動
の
醍
醐
味
で
あ
る
。
地

域
貢
献
と
同
時
に
生
涯
学
習
と
し
て
、

ま
た
新
た
な
サ
ー
ド
プ
レ
イ
ス
を
開
拓

す
る
と
い
う
意
味
も
生
ま
れ
る
。「
自

分
も
地
域
を
見
直
し
て
勉
強
し
た
い
」

と
思
わ
れ
る
お
客
さ
ま
も
多
く
、「
場
」

を
共
有
す
る
人
の
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ

を
促
進
し
、
そ
れ
が
地
域
に
浸
透
し
て

い
く
こ
と
も
期
待
し
て
続
け
て
い
る
。

コ
ロ
ナ
禍
で
問
わ
れ
た
︑
存
在
意
義

2
0
2
0
年
か
ら
始
ま
っ
た
コ
ロ
ナ

禍
で
は
継
続
者
が
か
な
り
減
っ
た
が
、

幸
い
2
0
2
1
年
に
大
阪
市
立
総
合
生

涯
学
習
セ
ン
タ
ー
主
催
事
業
の
な
か
で

語
り
べ
シ
ア
タ
ー
の
体
験
講
座
を
開
講

す
る
こ
と
が
で
き
、
修
了
生
か
ら
新
た

な
チ
ー
ム
が
複
数
生
ま
れ
た
。
以
降
毎

年
1
回
、
発
表
会
を
同
セ
ン
タ
ー
で
開

催
し
て
い
る
。

『
C
E
L
』
1
2
7
号
（
2
0
2
1
年
3
月

発
行
）
で
は
、
特
に
コ
ロ
ナ
禍
で
問
わ

れ
た
、
文
化
芸
術
の
意
義
や
価
値
を

テ
ー
マ
に
「
未
来
を
創
る
―
―
新
し
い

文
化
芸
術
の
か
た
ち
」
と
し
て
特
集
し

た
。
そ
の
な
か
で
、
京
都
大
学
こ
こ
ろ

の
未
来
研
究
院
教
授
（
当
時
）
の
内
田

由
紀
子
氏
は
、
芸
術
を
通
し
た
集
団
内

で
の
互
い
の
共
感
や
助
け
合
い
、
感
動

の
分
か
ち
合
い
は
私
た
ち
の
「
こ
こ

ろ
」
が
欲
し
て
き
た
も
の
だ
と
し
、

「
こ
こ
ろ
」
と
「
こ
こ
ろ
」
を
結
び
つ

け
る
機
能
を
有
す
る
と
記
し
て
い
る
。

文
化
芸
術
は
コ
ロ
ナ
禍
だ
か
ら
こ
そ
必

要
と
さ
れ
た
側
面
も
あ
り
、
オ
ン
ラ
イ

ン
配
信
に
よ
る
表
現
発
信
の
激
増
が
そ

れ
を
裏
付
け
て
い
る
。
同
時
期
「
語
り

べ
シ
ア
タ
ー
」
で
も
オ
ン
ラ
イ
ン
に
特

化
し
た
制
作
発
信
を
行
っ
た
（
☆
7
）。

小
学
生
に
よ
る
制
作
発
表
サ
ポ
ー
ト

2
0
2
4
年
12
月
、
大
阪
市
大
正
区

に
あ
る
市
立
中な

か

泉い
ず

尾お

小
学
校
の
1
0
0

周
年
記
念
式
典
に
て
、
6
年
生
が
中
泉

尾
地
域
の
魅
力
を「
語
り
べ
シ
ア
タ
ー
」

の
手
法
を
活
用
し
て
発
表
し
た
。

そ
の
2
年
前
、
当
時
の
校
長
か
ら
依

頼
を
受
け
て
以
降
、
担
当
教
員
と
下
準

備
を
進
め
た
後
、
当
時
5
年
生
の
全
31

名
が
1
年
か
け
て
作
品
を
制
作
発
表
す

る
指
導
サ
ポ
ー
ト
に
当
た
っ
た
。

「
知
る
ほ
ど
フ
ァ
ン
に
、
中
泉
尾
―
―

わ
れ
ら
の
母
校
中
泉
尾
小
の
校
歌
に
つ

い
て
」
と
題
し
て
、
校
歌
の
歌
詞
か
ら
、

水
の
都
、
渡
し
船
、
機
械
、
工
場
、
花
、

大
正
区
な
ど
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
歴
史

か
ら
ま
ち
づ
く
り
ま
で
、
ク
イ
ズ
や
寸

劇
、
器
楽
演
奏
を
入
れ
な
が
ら
、
6
年

生
ら
し
い
作
品
を
完
成
さ
せ
た
。

最
初
は
興
味
を
示
さ
な
い
児
童
も
い

た
が
、
話
し
合
い
や
練
習
を
繰
り
返
し

た
結
果
「
み
ん
な
完
璧
だ
っ
た
。
精
一

杯
発
表
で
き
た
」「
楽
し
か
っ
た
」「
拍

手
を
も
ら
っ
て
嬉
し
か
っ
た
」
と
達
成

感
が
感
じ
ら
れ
る
感
想
が
並
ん
だ
。
来

賓
の
方
々
は
、「
素
晴
ら
し
い
発
表

だ
っ
た
」「
地
域
や
学
校
の
誇
り
を
再

確
認
で
き
た
」「
次
の
世
代
に
伝
え
て

い
き
た
い
」
と
感
動
し
て
い
た
。

準
備
の
な
か
で
「
こ
の
ま
ち
が
好
き

に
な
っ
た
」
と
い
う
言
葉
が
児
童
か
ら

出
て
き
て
タ
イ
ト
ル
に
つ
な
が
っ
た
。

彼
ら
に
と
っ
て
、
そ
れ
ま
で
関
心
が
な

か
っ
た
学
校
周
辺
の
ま
ち
に
つ
い
て
知

る
機
会
と
な
り
、
見
方
が
少
し
変
わ
っ

た
の
は
確
か
だ
ろ
う
。
こ
の
経
験
が
こ

れ
か
ら
の
生
活
や
ま
ち
づ
く
り
に
、
い

つ
か
何
ら
か
の
形
で
反
映
さ
れ
る
こ
と

を
願
っ
て
い
る
。

新
た
な
地
域
価
値
の
創
出
に
向
け
て

今
号
の
特
集
の
取
材
を
通
じ
て
、文
化

芸
術
の
無
限
の
可
能
性
を
あ
ら
た
め
て

感
じ
た
。『
C
E
L
』1
3
5
号（
2
0
2
4

年
9
月
発
行
）「
場
づ
く
り
の
そ
の
先
へ

―
―
つ
な
が
り
か
ら
社
会
を
変
え
て
い

く
」
で
も
論
じ
ら
れ
た
〝
集
い
〟
や

〝
つ
な
が
り
〟
を
生
じ
さ
せ
る
媒
介
と

し
て
、
ま
た
そ
こ
か
ら
生
じ
る
地
域
や

社
会
で
の
活
動
そ
の
も
の
と
し
て
も
文

化
芸
術
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
特
集
で
話
を
伺
っ
た
吉
本
光
宏
氏

に
よ
る
と
、
文
化
芸
術
の
価
値
は
、

注＊
1	

後
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
さ
れ
現
在
は
「
一
心
寺
シ
ア

タ
ー
倶
楽
」
と
改
称
し
、
文
化
・
芸
能
・
地
域
社

会
へ
の
貢
献
を
目
的
に
貸
し
館
と
し
て
活
用
さ
れ

て
い
る
。

＊
2	

現
在
は
、
一
般
社
団
法
人
「
大
阪
あ
そ
歩
」
と
し

て
継
続
し
て
い
る
。

＊
3	

2
0
0
9
年
度
か
ら
2
0
2
2
年
度
ま
で
実
施
。

＊
4	

「
大
阪
市
生
き
た
建
築
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
事
業
」
の
一

環
と
し
て
2
0
1
4
年
度
に
始
ま
り
、
現
在
は
一

般
社
団
法
人
生
き
た
建
築
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
大
阪
が

運
営
す
る
、
従
来
の
文
化
財
と
し
て
の
建
築
の
価

値
と
は
異
な
る
建
築
の
新
し
い
価
値
を
発
信
す
る

建
築
公
開
イ
ベ
ン
ト
。

＊
5	

1
8
8
4
～
1
9
5
5
年
。
建
築
家
。
大
阪
を

中
心
に
活
躍
し
、「
大
阪
ガ
ス
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
」
を

は
じ
め
昭
和
初
期
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
を
代
表
す

る
名
建
築
を
多
数
設
計
し
た
。

＊
6	

1
9
2
4
年
「
大
阪
倶
楽
部
」（
現
建
築
）
の
建
設

後
、
安
井
武
雄
は
独
立
し
、
同
年
に
安
井
武
雄
建

築
事
務
所
（
現
在
の
安
井
建
築
設
計
事
務
所
）
を

立
ち
上
げ
た
。

2024 年の大阪市立中泉尾小学校100周年記念式典にて、「語りべシアター」
の手法で行われた発表会の様子。

2024年の「生きた建築ミュージアムフェスティバル大阪」
の一環として、建築家・安井武雄をテーマに、役者を起用し
て上演した大阪倶楽部（現建築）での「語りべシアター」より。

上／体験講座修了生による公演の様子。左／文化芸術の存在意義と
価値をテーマにした『CEL』127号。

過去の『CEL』に掲載された関連記事（☆1 ～ 7は本文中の☆と対応）

「
未
知
の
も
の
を
生
み
出
す
」
力
を
基

盤
と
し
、
そ
の
表
現
を
通
し
て
「
異
な

る
分
野
を
つ
な
ぐ
」、「
気
づ
き
を
与
え

る
」、
そ
し
て
触
れ
た
人
に
「
次
の
行

動
を
起
こ
さ
せ
る
」
力
で
あ
る
。
こ
れ

ら
は
「
語
り
べ
シ
ア
タ
ー
」
も
地
域
に

お
い
て
、
ま
さ
に
意
識
し
て
き
た
価
値

で
あ
り
、
今
後
も
新
た
な
つ
な
が
り
や

活
動
が
創
出
さ
れ
る
可
能
性
を
追
っ
て
、

実
践
を
続
け
て
い
き
た
い
。

★1 30号～ 35号
（1994 ～1995年）

「なにわの語りべ養成講座」
（大阪にまつわる物語を短編十二話）

★2 38号
（1996年）

「大阪、下寺町の挑戦
――なにわ人形劇フェスティバル’96を通して」

★3 110号
（2015年）

「『語りべシアター』の展開と可能性
――地域の魅力発信と新たな担い手の育成」

★4 124号
（2020年）

「語りべシアター シンガポール公演報告
――文楽を通して、大阪・上方の歴史と文化を紹介」

★5 134号
（2024年）

「語りべシアター2023　ガスビルを設計した建築家・安井武雄
――公演開催報告と制作裏話」

★6 122号
（2019年）

「語りべ活動の第二フェーズ
―― 語りべシアターチャレンジ公演2019」

★7 131号
（2022年）

「語りべシアター『大阪御堂筋ものがたり』
――オンライン配信に向けた作品制作と活用の可能性」
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