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文化審議会・文化政策部会ヒアリング用資料

氏名：平田オリザ

団体の名称：劇作家・演出家

Ｑ１）これまでの活動内容を御記載ください。

震災以前からも、ＪＣＤＮ（ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｺﾝﾃﾝﾎﾟﾗﾘｰ・ﾀﾞﾝｽ・ﾈｯﾄﾜｰｸ）等と連携して、演劇を

通じた高校生の活動を支援してきており、関係者によるネットワークを幅広く構築してき

た。震災後は、特に、文科省の復興教育支援事業を通じて、学校における演劇を通じた復

興支援のお手伝いを進めてきたところ。特に、八戸東高校やいわき総合高校への支援は、

約１０年以上に亘るものであり、震災後の活動もその延長上にある。昨年には、教員対象

のワークショップ（１２校）も実施しており、活動への理解が教員にも広がってきている。

Ｑ２）これまでの活動で課題となった点や、成果であるとお考えの点を御記載ください。

どこでもそうであるが受け皿が弱い。教育界は、文化活動への理解が一般的に低いよう

に思える。教育委員会の示す教育の方針は、例えば「グローバル人材の育成」というよう

なものが多いが、「東北の復興のために地元に有用な人材をどう育成するか」という視点が

ないように思える。「地元に有用な人材」を育成するために文化活動から産まれる創造性と

いったものの果たす役割は大きい。

Ｑ３）今後の活動予定や展望を御記載ください。

今後とも、引き続き、高校生を中心に演劇を通じた復興を支援していくこととしたいが、

地元で文化の力を生み出す拠点がないことが問題である。このため次のことを提言したい。

① 文化芸術による東北復興方針を策定する（５年～１０年の期間の方針とする。）。

② 上記方針のなかに、「東北アーツカウンシル」の設置と「国立文化施設」の設置を盛り

込む。

Ｑ４）そのほか特筆すべきことがあれば、御記載ください。

子どもたちの育成について、地元に定着する教育が大切である。東北は東京に人材を送

る役割を果たすという時代は終わっている。文化芸術の力で地元を復興し、それを支える

人材の育成をするために、地元に、学校卒業者を止まらせるような視点に立つ教育が大切

である。このためには、教育委員会や学校が「文化芸術・地元定着」に配慮した教育活動

を行うことが求められるし、文化・芸術・観光等を専門とする大学の整備ということも求

められている。

資料６
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文化政策部会・東日本大震災集中ヒアリング（平田オリザ氏）の主な意見

平田オリザ氏からのヒアリングにおける主な意見

○震災以前からも、ＪＣＤＮ（ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｺﾝﾃﾝﾎﾟﾗﾘｰ・ﾀﾞﾝｽ・ﾈｯﾄﾜｰｸ）等と連携し

て、演劇を通じた高校生の活動を支援してきており、関係者によるネットワ

ークを幅広く構築してきた。震災後は、特に、文科省の復興教育支援事業を

通じて、学校における演劇を通じた復興支援のお手伝いを進めてきたところ。

○教育界は、文化活動への理解が一般的に低いように思える。教育委員会の示

す教育の方針は、例えば「グローバル人材の育成」というようなものが多い

が、「東北の復興のために地元に有用な人材をどう育成するか」という視点が

ないように思える。「地元に有用な人材」を育成するために文化活動から産ま

れる創造性といったものの果たす役割は大きい。

○今後とも、引き続き、高校生を中心に演劇を通じた復興を支援していくこと

としたいが、地元で文化の力を生み出す拠点がないことが問題である。この

ため次のことを提言したい。

① 文化芸術による東北復興方針を策定する（５年～１０年の期間の方針とす

る。）。

② 上記方針のなかに、「東北アーツカウンシル」の設置と「国立文化施設」

の設置を盛り込む。

意見交換における主な意見

○ご提案の「東北アーツカウンシル」は具体的にどのようなイメージか。（相馬

委員）

○「東北アーツカウンシル」は、文化人や芸術家が東北に集まる拠点とし、政

府の文化芸術関係予算や、様々な方からの寄附の受け皿とするイメージであ

る。また、東京と東北を有機的につなぐ拠点（プラットホーム）とすること

が考えられる。震災後も、政府予算について、東北全体を文化芸術で見渡し

て受けとるような組織があれば良かった。（平田氏）

○教育の果たす役割も大きいのではないか。東北地方は、山形県以外は、地元

に芸術系の大学もなく、高校生などが近くにモデルとなる大人を見いだせな

い。高校と大学をつなぐ連携拠点がない。このような状況で芸術文化の活動

をどう広げていくかが課題である。（相馬委員）

○子どもたちの教育については、子どもが将来地元に定着することを目指すの

が大切である。「東北は東京に人材を送る役割を果たす地域だ」という時代は

終わっている。文化芸術の力で地元を復興し、それを支える人材の育成をす

るために、地元に、学校卒業者を止まらせるような視点に立つ教育が大切で

ある。このためには、教育委員会や学校が「文化芸術・地元定着」に配慮し

た教育活動を行うことが求められるし、文化・芸術・観光等を専門とする大

学の整備ということも求められているのではないか。（平田氏）
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は

一
度

亡
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ね
ば

な
ら
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誰
人

も
み

な
芸

術
家

た
る

感
受

を
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せ

個
性

の
優
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る

方
面

に
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て
各

々
止

む
な

き
表

現
を

な
せ

然
も

め
い

め
い

そ
の

と
き

ど
き

の
芸

術
家

で
あ

る

一
九

二
六

年
、

宮
沢

賢
治

は
花

巻
に

羅
須

地
人

協
会

を
設

立
し

、
昼

は
農

作
業

、
夜

は
農

民
に

エ

ス
ペ

ラ
ン

ト
語

や
芸

術
に

つ
い

て
教

え
語

る
生

活

に
入

っ
た

。
先

に
掲

げ
た

一
文

は
、

そ
の

際
の

講

義
の

題
材

と
し

て
書

か
れ

た
『

農
民

芸
術

概
論

綱

要
』

の
一

節
で

あ
る

。
賢

治
は

い
っ

た
い

、
何

を

訴
え

た
か

っ
た

の
か

。
私

に
は

、
こ

れ
は

単
な

る

農
民

の
情

操
教

育
の

た
め

の
マ

ニ
フ

ェ
ス

ト
だ

っ

た
と

は
思

え
な

い
。

被
災

地
の

自
立

、
持

続
可

能
な

地
域

再
生

が
叫

ば
れ

て
い

る
。

被
災

三
県

、
そ

れ
ぞ

れ
に

再
生

の

道
は

違
っ

て
き

て
い

る
が

、
た

と
え

ば
岩

手
三

陸

地
区

で
言

え
ば

、
農

業
・

漁
業

の
高

度
化

が
そ

の

鍵
と

な
る

こ
と

は
間

違
い

な
い

だ
ろ

う
。

第
一

次
産

業
の

高
度

化
と

は
何

か
？

話
を

簡

素
化

し
て

み
よ

う
。

三
陸

沖
は

世
界

最
高

峰
の

漁
場

の
一

つ
と

さ

れ
、

高
級

な
魚

介
類

が
豊

富
に

と
れ

る
。

た
と

え

ば
、

こ
こ

で
捕

れ
た

ア
ワ

ビ
を

、
漁

協
を

通
じ

て

一
個

千
円

で
出

荷
し

て
い

た
と

す
る

。
そ

れ
が

回

り
ま

わ
っ

て
、

築
地

の
料

亭
で

美
し

い
器

に
盛

ら

れ
て

、
一

万
円

で
供

さ
れ

る
。

さ
て

、
こ

れ
を

、
三

陸
の

地
元

で
、

観
光

な
ど

と
も

結
び

つ
け

て
、

少
し

お
し

ゃ
れ

な
器

に
盛

っ

て
、

あ
る

い
は

フ
レ

ン
チ

や
イ

タ
リ

ア
ン

の
食

材

と
し

て
新

し
い

メ
ニ

ュ
ー

を
開

発
し

て
、

三
千

円
、

四
千

円
で

売
る

こ
と

は
、

さ
し

て
夢

物
語

で

は
な

い
だ

ろ
う

。
そ

う
す

れ
ば

地
元

に
雇

用
が

生

ま
れ

、
そ

こ
か

ら
、

さ
ら

な
る

消
費

が
生

じ
る

。

千
円

で
東

京
向

け
に

出
荷

す
る

こ
と

、
三

千
円

で
地

元
で

消
費

を
す

る
こ

と
、

こ
の

二
千

円
の

違

い
が

「
付

加
価

値
」

で
あ

る
。

付
加

価
値

と
は

何

か
。

そ
れ

は
と

り
も

な
お

さ
ず

、
「

人
と

の
違

参
考

資
料



い
」

と
い

う
こ

と
だ

ろ
う

。
漁

協
に

一
律

い
く

ら

で
は

な
く

、
そ

こ
に

消
費

の
多

様
性

を
見

い
だ

し
、

付
加

価
値

を
つ

け
て

い
く

。
付

加
価

値
を

つ

け
る

こ
と

を
前

提
に

し
て

、
す

べ
て

の
生

産
体

制

を
柔

軟
に

見
直

し
て

い
く

。
こ

れ
を

称
し

て
、

第

一
産

業
の

「
高

度
化

」
と

呼
ぶ

。
そ

ん
な

こ
と

は

み
ん

な
分

か
っ

て
い

る
。

分
か

っ
て

い
る

け
れ

ど

も
、

そ
れ

が
で

き
な

い
の

は
な

ぜ
だ

ろ
う

。
農

協

や
漁

協
が

い
け

な
い

の
か

。
私

は
そ

う
で

は
な

い

と
感

じ
る

。

付
加

価
値

を
生

み
出

す
だ

け
の

人
材

が
、

決
定

的
に

不
足

し
て

い
る

。

こ
の

一
年

、
様

々
な

形
で

、
被

災
地

の
創

造
型

復
興

教
育

の
お

手
伝

い
を

し
て

き
た

。
「

創
造

型

復
興

教
育

」
と

は
、

被
災

地
の

子
ど

も
た

ち
の

心

の
ケ

ア
か

ら
始

ま
り

、
さ

ら
に

は
未

来
の

地
域

再

生
を

担
う

想
像

力
と

創
造

性
を

持
っ

た
子

ど
も

た

ち
を

育
て

る
た

め
に

行
わ

れ
て

い
る

多
様

な
試

み

の
総

称
だ

。
音

楽
・

美
術

・
演

劇
な

ど
の

ワ
ー

ク

シ
ョ

ッ
プ

や
、

食
育

、
防

災
・

防
犯

教
育

な
ど

、

双
方

向
型

、
参

加
型

の
多

彩
な

プ
ロ

グ
ラ

ム
が

展

開
さ

れ
て

い
る

。
文

科
省

も
そ

の
た

め
の

予
算

を
、

ま
だ

ま
だ

少
な

い
な

が
ら

用
意

し
て

い
る

。

し
か

し
、

地
元

の
反

応
は

弱
い

と
言

わ
ざ

る
を

得
な

い
。

た
と

え
ば

「
す

で
に

予
算

も
確

保
し

て

あ
る

か
ら

」
と

言
っ

て
も

、
教

育
委

員
会

か
ら

「
大

変
あ

り
が

た
い

お
話

な
の

で
す

が
、

い
ま

学

習
課

程
が

二
週

間
も

遅
れ

て
い

る
ん

で
す

。
ワ

ー

ク
シ

ョ
ッ

プ
ど

こ
ろ

で
は

な
い

ん
で

す
」

と
い

っ

た
返

答
が

か
え

っ
て

く
る

。
あ

の
大

震
災

に
見

舞

わ
れ

て
、

校
舎

を
流

さ
れ

、
残

っ
た

学
校

も
避

難

所
と

な
る

よ
う

な
体

験
を

し
な

が
ら

、
二

週
間

の

遅
れ

で
止

ま
っ

て
い

る
教

育
関

係
者

の
努

力
に

は

た
い

へ
ん

な
敬

意
を

表
し

た
い

が
、

問
題

の
本

質

は
そ

こ
に

は
な

い
だ

ろ
う

。

い
っ

た
い

、
そ

の
学

習
過

程
と

は
、

誰
の

た
め

の
教

育
な

の
か

？
い

や
、

そ
れ

を
定

め
た

文
科

省
で

さ
え

も
、

非
常

時
で

あ
る

か
ら

柔
軟

な
対

応

を
と

い
う

メ
ッ

セ
ー

ジ
を

幾
度

も
出

し
て

い
る

の



だ
。 今

回
の

震
災

で
、

あ
ら

た
め

て
明

ら
か

に
な

っ

た
こ

と
の

一
つ

は
、

い
か

に
東

北
が

東
京

の
、

あ

る
い

は
京

浜
工

業
地

帯
の

下
支

え
に

な
っ

て
き

た

か
と

い
う

事
実

だ
っ

た
。

そ
れ

は
電

力
や

サ
プ

ラ

イ
チ

ェ
ー

ン
だ

け
の

こ
と

で
は

な
い

。
東

北
は

長

く
、

東
京

に
対

し
て

、
中

央
政

府
に

対
し

て
、

主

要
な

人
材

の
供

給
源

だ
っ

た
。

日
清

日
露

の
戦

場

で
は

ま
さ

に
兵

卒
と

し
て

、
大

正
、

昭
和

期
に

は

満
蒙

開
拓

の
先

兵
と

し
て

、
戦

後
は

集
団

就
職

、

出
稼

ぎ
の

発
進

基
地

と
し

て
。

こ
の

人
材

供
給

の
シ

ス
テ

ム
は

、
学

校
教

育
レ

ベ
ル

か
ら

始
ま

っ
て

お
り

、
偏

差
値

の
序

列
に

従

っ
て

中
央

へ
中

央
へ

と
人

材
が

吸
い

上
げ

ら
れ

る

仕
組

み
と

な
っ

て
い

る
。

岩
手

大
学

へ
、

東
北

大

学
へ

、
東

京
大

学
へ

。
進

学
は

常
に

、
上

り
列

車

に
乗

っ
て

進
ん

で
い

く
。

で
は

、
こ

の
三

陸
の

復
興

は
誰

が
担

う
の

か
？

ま
だ

、
こ

の
期

に
及

ん
で

、
国

家
の

た
め

の
教

育
を

続
け

る
の

か
？

も
ち

ろ
ん

、
東

北
に

も
、

地
域

の
た

め
の

人
材

を
育

成
す

る
新

た
な

試
み

も
生

ま
れ

て
き

て
い

る
。 た

と
え

ば
福

島
県

い
わ

き
市

の
い

わ
き

総
合

高

校
は

、
総

合
高

校
で

あ
る

メ
リ

ッ
ト

を
最

大
限

に

生
か

し
、

ユ
ニ

ー
ク

な
コ

ー
ス

を
多

彩
に

準
備

し

て
徹

底
し

た
少

人
数

教
育

を
行

っ
て

い
る

。

駅
伝

で
活

躍
し

た
「

山
の

神
」

柏
原

選
手

が
在

籍
し

た
「

ス
ポ

ー
ツ

健
康

系
列

」
、

東
北

で
唯

一

の
演

劇
コ

ー
ス

を
有

す
る

「
芸

術
・

表
現

系

列
」

、
フ

ー
ド

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

ト
な

ど
の

授
業

を

含
む

「
生

活
・

福
祉

系
列

」
な

ど
。

こ
の

高
度

で

き
め

細
か

な
教

育
シ

ス
テ

ム
を

求
め

て
、

福
島

全

県
、

あ
る

い
は

他
県

か
ら

も
受

験
者

が
あ

る
と

聞

く
。 司

馬
遼

太
郎

氏
は

、
す

で
に

三
十

年
前

に
、

「
南

部
一

藩
は

、
徳

川
幕

藩
体

制
に

組
み

込
ま

れ

な
け

れ
ば

、
デ

ン
マ

ー
ク

の
よ

う
な

酪
農

国
家

に



な
る

可
能

性
を

持
っ

て
い

た
の

で
は

な
い

か
」

と

指
摘

し
て

い
る

。
江

戸
時

代
、

本
来

南
方

由
来

の

植
物

で
あ

る
稲

は
、

ま
だ

南
部

藩
の

よ
う

な
高

緯

度
地

方
に

適
し

た
作

物
で

は
な

か
っ

た
。

し
か

し

徳
川

幕
藩

体
制

の
米

本
位

制
に

組
み

込
ま

れ
て

し

ま
っ

た
た

め
に

、
こ

の
藩

は
、

常
に

凶
作

の
恐

怖

に
お

び
え

な
が

ら
の

生
活

を
余

儀
な

く
さ

れ
た

。

か
つ

て
陸

奥
は

、
平

泉
に

あ
の

よ
う

な
金

色
堂

を
建

て
る

ほ
ど

の
富

と
感

性
を

持
っ

て
い

た
は

ず

な
の

だ
。

東
北

人
は

決
し

て
、

生
ま

れ
な

が
ら

に
粘

り
強

い
の

で
は

な
い

。
富

国
強

兵
や

高
度

経
済

成
長

を

支
え

る
従

順
で

根
性

の
あ

る
人

材
、

そ
れ

は
す

な

わ
ち

時
の

中
央

政
府

に
都

合
の

い
い

人
材

を
供

給

す
る

た
め

に
、

東
北

人
は

飼
い

慣
ら

さ
れ

て
き

て

し
ま

っ
た

の
で

は
な

か
っ

た
か

。

宮
沢

賢
治

は
、

同
じ

『
農

民
芸

術
概

論
綱

要
』

の
な

か
で

、
以

下
の

よ
う

に
も

書
い

て
い

る
。

曾
つ

て
わ

れ
ら

の
師

父
た

ち
は

乏
し

い
な

が
ら

可
成

楽
し

く
生

き
て

ゐ
た

そ
こ

に
は

芸
術

も
宗

教
も

あ
っ

た

い
ま

わ
れ

ら
に

は
た

だ
労

働
が

生
存

が
あ

る

ば
か

り
で

あ
る

宗
教

は
疲

れ
て

近
代

科
学

に
置

換
さ

れ
然

も
科

学
は

冷
く

暗
い

東
北

、
被

災
地

が
真

の
自

立
を

目
指

す
な

ら

ば
、

そ
こ

に
暮

ら
す

住
民

一
人

ひ
と

り
が

、
「

そ

の
と

き
ど

き
の

芸
術

家
」

と
な

っ
て

感
性

を
磨

き
、

地
域

の
付

加
価

値
を

高
め

て
い

く
以

外
に

近

道
は

な
い

。
二

つ
の

三
陸

大
津

波
の

年
に

生
ま

れ
、

そ
し

て
死

ん
で

い
っ

た
賢

治
の

祈
り

が
、

い

ま
、

何
よ

り
も

切
実

な
も

の
と

な
っ

て
い

る
。


