


2
0
2
3
年
6
月
に
発
表
さ
れ
た
ま
つ
も
と

市
民
芸
術
館
「
芸
術
監
督
団
」
の
ひ
と
り
と

し
て
、
令
和
6
年
度
よ
り
舞
踊
部
門
を
担
当

す
る
倉
田
翠
。
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
ダ
ン
ス
の

踊
り
手
・
演
出
家
・
振
付
家
と
し
て
、
ダ
ン

ス
の
枠
を
超
え
た
自
由
か
つ
本
質
的
な
作
品

を
発
表
し
て
き
た
。
ま
つ
も
と
市
民
芸
術
館

を
ど
の
よ
う
に
〝
ひ
ら
い
て
い
く
〞
の
か
。

現
在
は
参
与
と
い
う
肩
書
で
京
都
か
ら
松
本

に
足
し
げ
く
通
う
倉
田
の
、
兆
し
始
め
た
思

い
を
聞
い
た
。

―
松
本
の
街
の
印
象
は
い
か
が
で
す
か
？

　

こ
ん
な
こ
と
を
言
う
と
リ
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス

み
た
い
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

と
て
も
い
い
ん
で
す
！　

今
日
は
た
ま
た
ま

劇
場
の
向
か
い
の
お
店
に
寄
っ
た
の
で
ご
挨

拶
を
し
た
ら
、
奥
さ
ん
が
「
私
、
市
民
オ
ペ

ラ
に
出
る
ん
で
す
よ
」
と
話
し
て
く
れ
ま
し

た
。
街
の
人
が
劇
場
の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て

い
る
の
が
と
て
も
新
鮮
で
す
。「
記
者
会
見
、

見
ま
し
た
よ
」
と
声
を
か
け
ら
れ
て
驚
い
た

こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
劇
場
と
人
の
距
離
が

と
て
も
近
く
て
、
そ
れ
が
す
ご
く
う
れ
し
い

で
す
ね
。

作
業
に
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
よ
。
大
学
時

代
、
恩
師
で
あ
る
長
野
県
出
身
の
舞
踊
家
・

山
田
せ
つ
子
さ
ん
に
、「
あ
な
た
は
誰
な
の

か
」「
こ
こ
に
ど
う
立
つ
の
か
」
と
い
う
こ

と
を
ず
っ
と
問
わ
れ
続
け
ま
し
た
。
そ
の
時

か
ら
、
自
分
に
と
っ
て
「
こ
れ
は
絶
対
的
に

踊
り
だ
」
と
い
う
も
の
を
探
し
続
け
て
今
に

至
っ
て
い
る
気
が
し
ま
す
。

―
芸
術
監
督
団
の
木
ノ
下
裕
一
さ
ん
、
石

丸
幹
二
さ
ん
と
は
ど
ん
な
風
に
関
わ
っ
て
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
？

　

オ
ン
ラ
イ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
や
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

で
や
り
と
り
し
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
を

見
に
行
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
や
っ
て
き
た

こ
と
も
方
向
性
も
３
人
と
も
違
う
ん
で
す
が
、

違
い
を
否
定
せ
ず
キ
ャ
ッ
チ
す
る
力
が
あ
る

の
が
と
て
も
い
い
ん
で
す
。
先
日
は
石
丸
さ

ん
の
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
を
見
て
、
本
当
に
感
動

し
て
泣
き
ま
し
た
。
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル

だ
と
思
い
ま
し
た
。
監
督
同
士
も
、
お
そ
ら

く
お
互
い
に
影
響
し
合
っ
て
少
し
ず
つ
ひ
ら

い
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
ん
な
３
人
が
、
全
く
違
う
ア
ク
セ
ス
の
仕

っ
た
場
所
と
も
繋
が
っ
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
合

わ
さ
る
と
、
劇
場
だ
け
で
は
で
き
な
い
ひ
ら

き
方
が
で
き
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
い
う
予

感
が
あ
り
ま
す
。

―
倉
田
さ
ん
に
と
っ
て
の
ダ
ン
ス
と
は
、

舞
台
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
し
ょ
う
か
。

　

私
に
と
っ
て
の
ダ
ン
ス
は
、
足
が
高
く
上

が
る
、
き
れ
い
に
回
れ
る
と
い
っ
た
こ
と
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
作
品
を
つ
く
る
時
、
ダ
ン

サ
ー
で
あ
っ
て
も
し
ゃ
べ
っ
て
も
ら
っ
た
ほ

う
が
面
白
い
と
感
じ
た
ら
、
そ
ち
ら
を
取
り

ま
す
。
演
出
や
振
付
が
そ
の
人
の
良
さ
を
消

し
て
し
ま
う
こ
と
は
多
々
あ
る
の
で
、
そ
の

人
を
ま
ず
見
て
感
じ
た
こ
と
に
正
直
で
い
た

い
。
そ
れ
に
、
最
初
に
舞
台
に
「
在
る
状

態
」
が
で
き
て
い
な
い
と
、
踊
り
が
運
動
や

方
を
し
て
い
く
う
ち
に
、
い
つ
の
間
に
か
劇

場
が
ひ
ら
い
て
い
く
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

―
来
年
４
月
か
ら
い
よ
い
よ
芸
術
監
督
と

し
て
の
活
動
が
本
格
化
し
ま
す
が
、
ど
の
よ

う
な
構
想
を
温
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
し

ょ
う
か
。

　

ま
ず
は
、
市
民
の
方
と
ご
一
緒
す
る
こ
と

を
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
期
待
に

大
い
に
応
え
た
い
で
す
。
地
域
の
人
と
出
会

え
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
、
な
ん
ぼ
で
も

や
り
た
い
で
す
と
い
う
気
持
ち
で
す
。
そ
し

て
、
自
己
紹
介
に
な
る
作
品

を
松
本
で
つ
く
り
た
い
で
す

ね
。
私
の
作
品
は
分
か
り
や

す
く
言
う
と
演
劇
に
半
分
足

を
突
っ
込
ん
で
い
て
、
ダ
ン

ス
か
ダ
ン
ス
じ
ゃ
な
い
か
分

か
ら
な
い
よ
う
な
も
の
が
多

い
ん
で
す
。
そ
れ
で
も
ダ
ン

ス
と
言
い
張
っ
て
い
る
の
は
、

ダ
ン
ス
に
希
望
や
必
要
性
を
感
じ
て
い
る
か

ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
…
…
。

　

次
の
新
作
は
俳
優
、
ダ
ン
サ
ー
、
現
代
ア

ー
ト
の
作
家
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
活

動
す
る
人
た
ち
と
、
ジ
ャ
ン
ル
分
け
で
き
な

い
よ
う
な
私
ら
し
い
作
品
を
つ
く
り
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
あ
と
は
、
木
ノ
下
さ
ん
が

仰
っ
て
い
た
〝
ひ
ら
か
れ
た
〞
で
は
な
く

〝
ひ
ら
い
て
い
く
〞
と
い
う
進
行
形
で
考
え

た
時
に
、
こ
れ
ま
で
劇
場
か
ら
焦
点
が
当
た

り
づ
ら
か
っ
た
市
民
の
人
た
ち
と
、
松
本
で

や
る
意
味
が
あ
る
ク
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
を
し
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
出
演
者
が

葛
藤
す
る
時
間
が
持
て
る
く
ら
い
の
十
分
な

長
さ
で
、
丁
寧
に
つ
く
り
た
い
で
す
ね
。
作

品
づ
く
り
は
楽
し
い
だ
け
で
は
な
く
て
、
苦

し
さ
も
あ
り
ま
す
。
一
般
の
人
で
あ
っ
て
も

そ
こ
を
通
過
し
て
舞
台
に
立
っ
て
ほ
し
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
舞
台
に
し
か
で
き
な
い
こ

と
を
、
市
民
の
方
々
と
一
緒
に
味
わ
い
た
い

で
す
ね
。

「akakilike

（
ア
カ
キ
ラ
イ
ク
）」
主
宰
。
３
歳
よ
り
ク
ラ
シ
ッ
ク
バ
レ
エ
、
モ
ダ
ン
バ
レ
エ
を
始
め

る
。
京
都
造
形
芸
術
大
学
（
現
・
京
都
芸
術
大
学
）
映
像
・
舞
台
芸
術
学
科
を
卒
業
し
、
現
在
は
京

都
を
拠
点
に
演
出
家
・
振
付
家
・
ダ
ン
サ
ー
と
し
て
活
動
。
作
品
ご
と
に
自
身
や
他
者
と
向
か
い
合

っ
て
ク
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
を
行
い
、
ダ
ン
ス
の
可
能
性
を
探
求
し
て
い
る
。
2
0
1
6
年
か
ら
倉
田
翠

と
テ
ク
ニ
カ
ル
ス
タ
ッ
フ
の
み
の
団
体
「akakilike

」
を
ス
タ
ー
ト
。
ダ
ン
サ
ー
や
俳
優
だ
け
で
な

く
、
薬
物
依
存
症
リ
ハ
ビ
リ
施
設
「
京
都
ダ
ル
ク
」
の
メ
ン
バ
ー
や
、
東
京
中
心
部
の
オ
フ
ィ
ス
街

で
働
く
人
々
な
ど
、
市
井
を
生
き
る
人
と
も
意
欲
的
な
新
作
を
制
作
し
て
い
る
。
2
0
2
4
年
1
月

18
日
（
木
）
〜 

1
月
21
日
（
日
）
ロ
ー
ム
シ
ア
タ
ー
京
都
に
て
、akakilike

『
家
族
写
真
』
を
上
演
。

akakilike『家族写真』　photo:Kai Maetani

―
芸
術
監
督
団
に
は
、
芸
術
館

が
ま
ち
に
ひ
ら
い
て
い
く
た
め
の

役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

私
に
関
し
て
は
、
み
な
さ
ん

「
ダ
ン
ス
の
人
が
来
よ
っ
た
な
」

と
い
う
印
象
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。

ダ
ン
ス
は
よ
く
分
か
ら
な
い
と
い

う
人
の
〝
と
っ
か
か
り
〞
に
な
れ

る
よ
う
な
こ
と
が
で
き
れ
ば
い
い
で
す
ね
。

で
も
ね
、
私
も
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
ダ
ン
ス

が
い
ま
だ
に
よ
く
分
か
ら
な
い
ん
で
す
よ
。

舞
台
と
は
作
品
と
は
何
か
と
考
え
る
と
、
ダ

ン
サ
ー
で
も
俳
優
で
も
そ
う
で
な
い
人
で
も

誰
で
も
い
い
ん
で
す
が
、
舞
台
に
立
っ
た
時

の
そ
の
人
の
身
体
性
が
私
に
と
っ
て
は
す
べ

て
で
す
。
言
葉
で
理
解
す
る
と
い
う
わ
け
で

は
な
く
、
身
体
で
判
断
す
る
。
そ
こ
を
感
じ

ら
れ
る
よ
う
な
体
験
を
し
て
も
ら
う
に
は
ど

う
し
た
ら
い
い
か
、
ど
う
い
う
作
品
に
触
れ

て
も
ら
え
ば
ダ
ン
ス
に
近
寄
り
や
す
く
な
る

か
、
今
す
ご
く
考
え
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
ひ
ら
い
て
い
っ
て
、
人
に
来

て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
る
の
は
、
た
と
え
ば

喫
茶
店
や
博
物
館
と
い
っ
た
街
の
ほ
か
の
場

所
も
同
じ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い

INTERVIEW
 劇場と人の距離が近い松本で 

 身体と舞台が持つ力を 
 共有したい 

次
期
芸
術
監
督
［
舞
踊
部
門
］ 

倉
田 

翠
が
語
る

3 Interview&Text : Kyoko Kurimoto   Photo : Takeshi Yamada
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空
き
缶
や
雑
誌
と
と
も
に
犯
罪
の
匂
い
ま
で
が
散
乱
す

る
一
室
。
こ
こ
は
ジ
ャ
ン
キ
ー
た
ち
の
巣
窟
。
自
由
に
、

凶
暴
に
い
ら
れ
る
場
所
だ
。
白
い
柱
に
巻
き
付
く
管
は
、

剥
き
出
し
の
血
管
の
よ
う
。
流
れ
る
の
は
冷
酷
さ
が
た 

ぎ
っ
た
赤
い
血
か
。
い
く
つ
か
の
照
明
が
ゆ
っ
く
り
点
滅
。

そ
れ
は
ジ
ャ
ン
キ
ー
た
ち
を
監
視
し
て
い
る
の
か
、
３
方

か
ら
舞
台
を
囲
む
観
客
の
鼓
動
と
い
つ
の
間
に
か
呼
応
し

て
事
件
の
共
犯
者
と
し
て
巻
き
込
も
う
と
し
て
い
る
の
か
。

よ
ど
む
空
気
が
客
席
に
あ
ふ
れ
出
し
、
ま
と
わ
り
つ
く
。

　

リ
ー
ダ
ー
格
の
デ
ィ
ッ
ク
は
、
時
に
は
し
ゃ
ぐ
よ
う
に
、

時
に
冷
徹
に
仲
間
と
接
す
る
。
あ
る
日
、
デ
ィ
ッ
ク
は
刑

務
所
を
出
た
ば
か
り
の
狂
犬
バ
グ
、
薬
中
で
身
体
中
ボ
ロ

ボ
ロ
な
コ
ソ
泥
ド
ニ
ー
、
女
に
貢
が
せ
て
ば
か
り
の
ビ 

リ
ー
に
一
攫
千
金
を
狙
っ
た
銀
行
強
盗
を
提
案
す
る
。
バ

グ
は
刑
務
所
に
入
っ
た
経
験
が
な
い
ビ
リ
ー
は
オ
キ
テ
を

知
ら
な
い
と
拒
絶
し
、
ビ
リ
ー
も
何
か
と
バ
グ
を
挑
発
す

る
が
、
底
辺
の
生
活
か
ら
抜
け
出
す
と
い
う
目
的
の
た
め

に
３
人
は
デ
ィ
ッ
ク
の
計
画
に
の
る
こ
と
に
…
。

　

デ
ィ
ッ
ク
は
東
出
昌
大
が
演
じ
る
と
そ
の
存
在
感
も
あ

り
、
相
手
に
威
圧
を
与
え
て
い
る
。
不
憫
さ
が
漂
う
ド 

ニ
ー
を
演
じ
る
尾
上
寛
之
は
役
に
リ
ア
ル
さ
を
感
じ
さ
せ

る
。
阿
部
亮
平
演
じ
る
バ
グ
は
ワ
ル
が
服
を
着
た
よ
う
な

凶
暴
さ
を
振
り
か
ざ
す
。
小
日
向
星
一
演
じ
る
ビ
リ
ー 

は
母
性
本
能
を
く
す
ぐ
る
か
の
よ
う
な
容
姿
の
陰
に
ク
レ

バ
ー
さ
を
の
ぞ
か
せ
る
。

　

ド
ニ
ー
が
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
盗
ん
で
用
意
し
た
大

金
を
持
ち
、
ビ
リ
ー
が
銀
行
の
カ
ウ
ン
タ
ー
で
「
A
T
M

が
壊
れ
た
の
か
引
き
出
そ
う
と
し
た
金
額
の
10
倍
が
出
て

き
た
」
と
申
告
す
る
。
そ
し
て
駆
け
つ
け
た
修
理
屋
と
と

も
に
銀
行
員
の
ふ
り
を
し
た
デ
ィ
ッ
ク
と
バ
グ
が
A
T
M

機
械
の
裏
に
紛
れ
込
み
、
修
理
屋
を
襲
っ
て
根
こ
そ
ぎ
大

金
を
奪
取
す
る

―
こ
れ
が
計
画
の
筋
書
き
だ
。
だ
が
、

盗
難
車
の
中
で
い
つ
ま
で
も
現
れ
な
い
修
理
屋
を
待
ち
続

け
る
う
ち
、
彼
ら
の
緊
張
と
不
穏
は
マ
ッ
ク
ス
に
。
バ
グ

と
ビ
リ
ー
は
罵
り
合
い
を
始
め
、
ビ
リ
ー
が
取
り
出
し
た

ナ
イ
フ
を
バ
グ
が
奪
っ
て
逆
に
ビ
リ
ー
を
刺
し
て
し
ま
う
。

デ
ィ
ッ
ク
は
バ
グ
に
、
バ
グ
に
殴
ら
れ
気
絶
し
た
ド
ニ
ー

の
手
に
ナ
イ
フ
を
握
ら
せ
る
よ
う
に
指
示
を
し
、
二
人
は

そ
の
場
を
去
る
。
計
画
は
オ
ジ
ャ
ン
だ
。

　

数
カ
月
後
、
再
会
す
る
デ
ィ
ッ
ク
と
バ
グ
。
あ
っ
け
ら

か
ん
と
笑
顔
で
酒
を
酌
み
交
わ
す
。
観
客
の
心
に
湧
き
上

が
っ
た
の
は
、
彼
ら
が
修
羅
場
を
す
り
抜
け
て
生
き
伸
び

て
い
る
ハ
ラ
ハ
ラ
感
か
、
彼
ら
の
行
い
を
否
定
す
る
正
義

か
？　

複
雑
な
感
情
の
置
き
場
を
慌
て
て
探
し
て
し
ま
う

の
は
、
我
々
が
劇
世
界
に
の
め
り
込
ん
だ
た
め
だ
。
そ
ん

な
こ
と
を
よ
そ
に
彼
ら
の
日
常
は
変
わ
ら
ず
続
く
。
こ
れ

か
ら
も
き
っ
と
ド
ラ
ッ
グ
、
酒
、
タ
バ
コ
に
明
け
暮
れ
、

ま
た
新
た
な
犯
罪
の
計
画
を
練
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。
今
も

ど
こ
か
で
誰
か
が
デ
ィ
ッ
ク
と
バ
グ
ら
の
よ
う
に
生
き
生

き
と
堕
ち
て
い
く
。

１.ディック（背中、東出昌大）
が差し出すドラッグを欲するドニ
ー（尾上寛之）２.アジトでくつ
ろぐディック（左、東出昌大）と
バグ（右、阿部亮平）３.リーダ
ー格のディック（東出昌大）は子
どものようにはしゃぐ一方、時に
冷酷な表情を見せる　４.ビリー
（左、小日向星一）に挑発されて
詰め寄るバグ（右、阿部亮平）を
なだめるディック（中、東出昌
大）５.結局は利用し合っていた
ビリー（右、小日向星一）とディ
ック（左、東出昌大）６.バグ（左、
阿部亮平）の足にドラッグを打つ
ディック（右、東出昌大）
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松本市立博物館開館特別展「まつもと博覧会」
関連企画イベント

『サムライたちの職員会議』
photo : Atsutoshi Shimosaka

　明治時代
、松本城に

は存続の危
機が何度か

ありました
。最

大の危機は
、1872年に競

売にかけら
れ、309両

１分余で落
札

されてしま
った事件で

しょう。こ
れを止めた

のが啓蒙家
の市

川量造です
。彼は松本

城を会場に
博覧会の開

催を提案、
それ

まで立ち入
ることが許

されなかっ
た庶民にも

開放して、
その

収益で松本
城を買い戻

すというの
です。そし

て1873年11月に

開催された
「松本博覧

会」は耳目
を集め、見

事に松本城
を買

い戻すこと
に成功した

のです。史
実です。

　2023年11月、この
松本博覧会

をオマージ
ュした開館

特別展

「まつもと
博覧会」開

催中の“新装
”松本市立博

物館に、な
んと、

架空の量造
の子孫が現

れました。
松本市立博

物館と芸術
館の

コラボレー
ション企画

として上演
された『サ

ムライたち
の職

員会議』の
物語の中で

のこと。博
物館２階の

図書情報室
を利

用した特設
会場は、と

ある高校の
会議室に変

貌し、「松
本天

守閣保存会
」に所属す

る教員たち
の臨時職員

会議が開か
れる

ことに。松
本城を維持

管理する予
算が街には

なく、前回
の会

議では「松
本城を売っ

てしまおう
」という意

見まで飛び
出す

始末。松本
城を守りた

い市川副校
長と石川教

頭は売却派
の３

先生を待ち
受けます。

とは言え、
売却派は菅

原文太の似
顔絵

を描き続け
る豊吉先生

、身体をく
ねくね粘着

質な話し方
をす

る徳光先生
、歩くのが

カタツムリ
のように遅

い小田先生
と曲

者ぞろい。
「マンショ

ンにして家
賃をとれば

」など乱暴
な意

見が飛び交
う中、会議

は脱線の連
続。さらに

職員室から
呼び

出されたり
と、腹痛で

トイレに駆
け込んだり

しながら、
物語

は苦笑も交
えた爆笑キ

ャラクター
合戦の様相

を呈し、議
題は

どこへやら
。そんな中

、突然、豊
吉先生が郷

里の福島県
への

思いを語り
、退職の意

思を明らか
にし、しん

みり―。

　作・演出
は松本市出

身で、今年
の４月から

福島県の高
校で

教えている
髙山さなえ

。ガラス張
りのエレベ

ーターや１階へ

の階段など
博物館の構

造を紹介す
るようにダ

イナミック
に利

用し、戻ら
ぬ先生を迎

えに行った
り、そうと

は知らずに
戻っ

てくる先生
とのすれ違

いを描きま
す。これは

コメディの
常套

手段。普段
の芸術館と

はちょっぴ
り雰囲気が

違うお客様
たち

の大笑いを
誘いました

。明治の博
覧会に演劇

もあったと
いう

ことで実現
した、『サ

ムライたち
の職員会議

』。特別展
「まつ

もと博覧会
」に笑いと

いう彩りを
添えました

。

作・演出：髙山さなえ

市川副校長　武居卓
石川教頭　　草光純太
徳光先生　　前田斜め
豊吉先生　　下地尚子
小田先生　　深沢豊
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レ
ア
で
ス
ペ
シ
ャ
ル
な
文
楽
を

レ
ア
で
ス
ペ
シ
ャ
ル
な
文
楽
を

オ
ー
ル
ス
タ
ー
で
上
演

オ
ー
ル
ス
タ
ー
で
上
演

初
体
験
で
も
十
分
楽
し
め
る
解
説
付
き

初
体
験
で
も
十
分
楽
し
め
る
解
説
付
き

ま
ず
は
観
て
み
よ
う
！

ま
ず
は
観
て
み
よ
う
！

木ノ下裕一木ノ下裕一

次期芸術監督団 団長／次期芸術監督団 団長／
芸術監督［演劇部門］芸術監督［演劇部門］

　
ま
つ
も
と
市
民
芸
術
館
で
２
月

ま
つ
も
と
市
民
芸
術
館
で
２
月
2525
日
に
上

日
に
上

演
さ
れ
る
人
形
浄
瑠
璃
文
楽
『

演
さ
れ
る
人
形
浄
瑠
璃
文
楽
『
木木こ

の
し
た
か
げ
は
ざ
ま

こ
の
し
た
か
げ
は
ざ
ま

下
蔭
狭
間

下
蔭
狭
間

合合が
っ
せ
ん

が
っ
せ
ん戦戦

「「
竹竹た

け
な
か
と
り
で

た
け
な
か
と
り
で

中
砦
中
砦
の
段
」』
は
、
か
つ
て
は

の
段
」』
は
、
か
つ
て
は  

頻
繁
に
上
演
さ
れ
た
演
目
で
す
。
技
術
的
な

頻
繁
に
上
演
さ
れ
た
演
目
で
す
。
技
術
的
な

ハ
ー
ド
ル
の
高
さ
な
ど
か
ら
、

ハ
ー
ド
ル
の
高
さ
な
ど
か
ら
、
1

9
3
4

1

9
3
4
年年

以
来
途
絶
え
て
い
ま
し
た
が
、

以
来
途
絶
え
て
い
ま
し
た
が
、
2
0
2
1

2
0
2
1

年年

に
京
都
で
復
活
上
演
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
を

に
京
都
で
復
活
上
演
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
を

成
し
遂
げ
た
の
が
、
松
本
公
演
に
や
っ
て
く

成
し
遂
げ
た
の
が
、
松
本
公
演
に
や
っ
て
く

る
文
楽
界
の
オ
ー
ル
ス
タ
ー
の
布
陣
で
す
。

る
文
楽
界
の
オ
ー
ル
ス
タ
ー
の
布
陣
で
す
。

文
楽
初
体
験
で
も
楽
し
め
る
入
門
解
説
、
ア

文
楽
初
体
験
で
も
楽
し
め
る
入
門
解
説
、
ア

フ
タ
ー
ト
ー
ク
と
、
贅
沢
な

フ
タ
ー
ト
ー
ク
と
、
贅
沢
な
33
部
構
成
の
プ

部
構
成
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
。「
文
楽
の
魅
力
が
ぎ
っ
し
り
詰

ロ
グ
ラ
ム
。「
文
楽
の
魅
力
が
ぎ
っ
し
り
詰

ま
っ
て
い
る
」
と
木
ノ
下
裕
一
参
与
が
熱
く

ま
っ
て
い
る
」
と
木
ノ
下
裕
一
参
与
が
熱
く

紹
介
し
て
く
れ
ま
し
た
。
文
楽
は
難
し
そ

紹
介
し
て
く
れ
ま
し
た
。
文
楽
は
難
し
そ

う
？
な
ん
て
尻
込
み
し
て
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

う
？
な
ん
て
尻
込
み
し
て
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

（
前
売
情
報
は

（
前
売
情
報
は
1616
ペ
ー
ジ
）

ペ
ー
ジ
）

　

太
夫
・
三
味
線
・
人
形
が
一
体
と
な
っ
た

　

太
夫
・
三
味
線
・
人
形
が
一
体
と
な
っ
た

総
合
芸
術
で
あ
る
人
形
浄
瑠
璃
文
楽
は
、
江

総
合
芸
術
で
あ
る
人
形
浄
瑠
璃
文
楽
は
、
江

戸
時
代
に
成
立
し
た
、
世
界
的
に
も
稀
有
な

戸
時
代
に
成
立
し
た
、
世
界
的
に
も
稀
有
な

三
人
遣
い
の
人
形
劇
。

三
人
遣
い
の
人
形
劇
。
2
0
0
3

2
0
0
3
年
に
は
ユ

年
に
は
ユ

ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
ま
し
た
。

ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
ま
し
た
。

つ
い
人
形
ば
か
り
に
注
目
し
が
ち
で
す
が
、

つ
い
人
形
ば
か
り
に
注
目
し
が
ち
で
す
が
、

そ
れ
で
は
も
っ
た
い
な
い
の
で
す
。

そ
れ
で
は
も
っ
た
い
な
い
の
で
す
。

　
「
人
形
は
も
と
も
と
東
ア
ジ
ア
か
ら
伝
わ
っ

　
「
人
形
は
も
と
も
と
東
ア
ジ
ア
か
ら
伝
わ
っ

た
文
化
で

た
文
化
で
傀傀く

ぐ
つ

く
ぐ
つ儡儡

を
ル
ー
ツ
に
持
つ
と
言
わ
れ

を
ル
ー
ツ
に
持
つ
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。

て
い
ま
す
。
太太た

ゆ
う

た
ゆ
う夫夫

の
語
り
は
、
琵
琶
法
師
な

の
語
り
は
、
琵
琶
法
師
な

ど
が
発
展
さ
せ
て
き
た
日
本
固
有
の
芸
能
。

ど
が
発
展
さ
せ
て
き
た
日
本
固
有
の
芸
能
。

三
味
線
は
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
戦
国
時
代
か

三
味
線
は
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
戦
国
時
代
か

ら
江
戸
前
期
に
か
け
て
渡
来
し
、
広
ま
っ
た

ら
江
戸
前
期
に
か
け
て
渡
来
し
、
広
ま
っ
た

楽
器
で
す
。
ル
ー
ツ
が
ま
っ
た
く
違
う
、
混

楽
器
で
す
。
ル
ー
ツ
が
ま
っ
た
く
違
う
、
混

じ
り
合
う
は
ず
の
な
い
３
つ
の
芸
能
が
日
本

じ
り
合
う
は
ず
の
な
い
３
つ
の
芸
能
が
日
本

で
出
会
っ
て
文
楽
に
な
っ
た
。
お
互
い
が
瞬

で
出
会
っ
て
文
楽
に
な
っ
た
。
お
互
い
が
瞬

間
瞬
間
で
主
導
権
を
奪
い
合
い
、
火
花
を
散

間
瞬
間
で
主
導
権
を
奪
い
合
い
、
火
花
を
散

ら
し
合
う
、
そ
れ
が
文
楽
の
魅
力
」（
以
下
、

ら
し
合
う
、
そ
れ
が
文
楽
の
魅
力
」（
以
下
、

「
」
は
木
ノ
下
の
発
言
）

「
」
は
木
ノ
下
の
発
言
）

　

も
ち
ろ
ん
人
形
に
魅
了
さ
れ
て
も
い
い
し
、

　

も
ち
ろ
ん
人
形
に
魅
了
さ
れ
て
も
い
い
し
、

上
手
の
床
（
太
夫
と
三
味
線
の
い
る
場
所
）

上
手
の
床
（
太
夫
と
三
味
線
の
い
る
場
所
）

の
前
の
か
ぶ
り
つ
き
で
語
り
や
三
味
線
に
耳

の
前
の
か
ぶ
り
つ
き
で
語
り
や
三
味
線
に
耳

を
集
中
さ
せ
る
も
よ
し
。
自
分
の
「
好
き
」

を
集
中
さ
せ
る
も
よ
し
。
自
分
の
「
好
き
」

に
合
わ
せ
て
多
様
な
楽
し
み
方
が
で
き
る
。

に
合
わ
せ
て
多
様
な
楽
し
み
方
が
で
き
る
。

役
者
に
集
中
す
る
歌
舞
伎
と
比
べ
て
も
観
る

役
者
に
集
中
す
る
歌
舞
伎
と
比
べ
て
も
観
る

側
の
自
由
度
は
高
い
の
だ
そ
う
。

側
の
自
由
度
は
高
い
の
だ
そ
う
。

　

本
作
は
、
桶
狭
間
の
戦
（

　

本
作
は
、
桶
狭
間
の
戦
（
1
5
6
0

1
5
6
0
年
）
年
）

を
題
材
に
、
斎
藤
義
龍
の
名
軍
師
・
竹
中
官

を
題
材
に
、
斎
藤
義
龍
の
名
軍
師
・
竹
中
官

兵
衛
と
、
官
兵
衛
の
娘
・
千
里
と
恋
仲
に
落

兵
衛
と
、
官
兵
衛
の
娘
・
千
里
と
恋
仲
に
落

ち
た
敵
・
小
田
春
永
の
家
臣
・
左
枝
犬
清
を

ち
た
敵
・
小
田
春
永
の
家
臣
・
左
枝
犬
清
を

め
ぐ
る
、
謀
略
と
人
情
が
入
り
乱
れ
た
物
語
。

め
ぐ
る
、
謀
略
と
人
情
が
入
り
乱
れ
た
物
語
。

　
「
砦
を
舞
台
に
戦
の
始
ま
り
か
ら
終
わ
り

　
「
砦
を
舞
台
に
戦
の
始
ま
り
か
ら
終
わ
り

ま
で
が
描
か
れ
ま
す
。
官
兵
衛
側
と
春
永
側

ま
で
が
描
か
れ
ま
す
。
官
兵
衛
側
と
春
永
側

が
策
を
練
り
合
い
、
だ
ま
し
だ
ま
さ
れ
を
繰

が
策
を
練
り
合
い
、
だ
ま
し
だ
ま
さ
れ
を
繰

り
返
す
一
種
の
情
報
戦
で
、
戦
況
が
二
転
三

り
返
す
一
種
の
情
報
戦
で
、
戦
況
が
二
転
三

転
す
る
起
伏
に
富
ん
だ
展
開
。
戦
況
を
報

転
す
る
起
伏
に
富
ん
だ
展
開
。
戦
況
を
報  

告
す
る

告
す
る
注注ち

ゅ
う
し
ん

ち
ゅ
う
し
ん進進

の
人
形
は
派
手
な
ボ
デ
ィ
ラ
ン

の
人
形
は
派
手
な
ボ
デ
ィ
ラ
ン

ゲ
ー
ジ
で
勢
い
が
あ
る
し
、
戦
を
再
現
す
る

ゲ
ー
ジ
で
勢
い
が
あ
る
し
、
戦
を
再
現
す
る

の
で
テ
ン
シ
ョ
ン
も
高
い
。ま
た
同
時
に
ホ
ー

の
で
テ
ン
シ
ョ
ン
も
高
い
。ま
た
同
時
に
ホ
ー

ム
ド
ラ
マ
で
も
あ
っ
て
、
千
里
と
犬
清
が
敵

ム
ド
ラ
マ
で
も
あ
っ
て
、
千
里
と
犬
清
が
敵

味
方
に
分
か
れ
る
の
で
す
が
、
若
い
二
人
の

味
方
に
分
か
れ
る
の
で
す
が
、
若
い
二
人
の

間
に
は
子
ど
も
も
生
ま
れ
て
い
る
。
拮
抗
す

間
に
は
子
ど
も
も
生
ま
れ
て
い
る
。
拮
抗
す

る
二
つ
の
ド
ラ
マ
の
間
で
、
軍
師
、
そ
し
て

る
二
つ
の
ド
ラ
マ
の
間
で
、
軍
師
、
そ
し
て

父
や
祖
父
と
し
て
揺
れ
動
く
官
兵
衛
の
心
情

父
や
祖
父
と
し
て
揺
れ
動
く
官
兵
衛
の
心
情

は
特
に
見
ど
こ
ろ
で
す
」

は
特
に
見
ど
こ
ろ
で
す
」

稀
有
な
オ
ー
ル
ス
タ
ー
の
揃
い
踏
み

稀
有
な
オ
ー
ル
ス
タ
ー
の
揃
い
踏
み

　

復
活
後
、
ま
だ
文
楽
の
本
公
演
で
も
上
演

　

復
活
後
、
ま
だ
文
楽
の
本
公
演
で
も
上
演

さ
れ
て
い
な
い
本
作
。
な
か
な
か
上
演
さ
れ

さ
れ
て
い
な
い
本
作
。
な
か
な
か
上
演
さ
れ

な
い
理
由
の
一
つ
は
前
述
の
通
り
テ
ク
ニ
ッ
ク

な
い
理
由
の
一
つ
は
前
述
の
通
り
テ
ク
ニ
ッ
ク

が
必
要
な
大
曲
ゆ
え
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

が
必
要
な
大
曲
ゆ
え
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
太
夫
が
長
尺
の
一
段
を
始
ま
り
か
ら
終

　
「
太
夫
が
長
尺
の
一
段
を
始
ま
り
か
ら
終

わ
り
ま
で
一
人
で
語
り
抜
き
ま
す
。
も
う
全

わ
り
ま
で
一
人
で
語
り
抜
き
ま
す
。
も
う
全

速
力
の
マ
ラ
ソ
ン
の
よ
う
で
す
。
今
回
は
竹

速
力
の
マ
ラ
ソ
ン
の
よ
う
で
す
。
今
回
は
竹

本本
錣錣し

こ
ろ

し
こ
ろ

太
夫
さ
ん
が
語
っ
て
く
だ
さ
い
ま
す
。

太
夫
さ
ん
が
語
っ
て
く
だ
さ
い
ま
す
。

全
編
を
通
し
て
テ
ン
シ
ョ
ン
の
高
い
一
幕
で

全
編
を
通
し
て
テ
ン
シ
ョ
ン
の
高
い
一
幕
で

す
し
、
主
な
登
場
人
物
す
べ
て
に
見
せ
場
や

す
し
、
主
な
登
場
人
物
す
べ
て
に
見
せ
場
や

愁
嘆
が
あ
る
。
語
り
の
見
事
さ
も
大
き
な
眼

愁
嘆
が
あ
る
。
語
り
の
見
事
さ
も
大
き
な
眼

目
の
一
つ
で
す
。
た
だ
錣
太
夫
さ
ん
自
身
も

目
の
一
つ
で
す
。
た
だ
錣
太
夫
さ
ん
自
身
も

こ
の
先
い
つ
ま
で
で
き
る
か
と
お
っ
し
ゃ
る

こ
の
先
い
つ
ま
で
で
き
る
か
と
お
っ
し
ゃ
る

く
ら
い
の
大
変
さ
で
す
。
三
味
線
の
鶴
澤
藤

く
ら
い
の
大
変
さ
で
す
。
三
味
線
の
鶴
澤
藤

蔵
さ
ん
は

蔵
さ
ん
は
2
0
0
3

2
0
0
3
年
に
早
稲
田
大
学
演
劇

年
に
早
稲
田
大
学
演
劇

研
究
セ
ン
タ
ー
で
素
浄
瑠
璃
（
語
り
と
三
味

研
究
セ
ン
タ
ー
で
素
浄
瑠
璃
（
語
り
と
三
味

線
だ
け
で
の
上
演
）
と
し
て
復
曲
し
た
と
き

線
だ
け
で
の
上
演
）
と
し
て
復
曲
し
た
と
き

か
ら
携
わ
っ
て
ら
っ
し
ゃ
る
。
今
回
の
人
形

か
ら
携
わ
っ
て
ら
っ
し
ゃ
る
。
今
回
の
人
形

付
き
で
の
完
全
上
演
は
、
早
稲
田
の
研
究
と

付
き
で
の
完
全
上
演
は
、
早
稲
田
の
研
究
と

復
曲
の
恩
恵
に
浴
し
て
実
現
し
て
い
ま
す
。

復
曲
の
恩
恵
に
浴
し
て
実
現
し
て
い
ま
す
。

藤
蔵
さ
ん
の
三
味
線
は
な
ん
と
い
っ
て
も
パ

藤
蔵
さ
ん
の
三
味
線
は
な
ん
と
い
っ
て
も
パ

ワ
フ
ル
で
ス
ケ
ー
ル
が
大
き
い
。
気
迫
の
三

ワ
フ
ル
で
ス
ケ
ー
ル
が
大
き
い
。
気
迫
の
三

味
線
を
披
露
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
」

味
線
を
披
露
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
」

　

エ
ネ
ル
ギ
ー
に
あ
ふ
れ
た
太
夫
と
三
味
線

　

エ
ネ
ル
ギ
ー
に
あ
ふ
れ
た
太
夫
と
三
味
線

は
そ
れ
ぞ
れ
に
登
場
す
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の

は
そ
れ
ぞ
れ
に
登
場
す
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の

セ
リ
フ
か
ら
情
景
・
心
理
ま
で
を
表
現
し
ま
す
。

セ
リ
フ
か
ら
情
景
・
心
理
ま
で
を
表
現
し
ま
す
。

　

そ
し
て
人
形
遣
い
の
桐
竹
勘
十
郎
さ
ん
と

　

そ
し
て
人
形
遣
い
の
桐
竹
勘
十
郎
さ
ん
と

吉
田
玉
男
さ
ん
は
と
も
に
人
間
国
宝
と
い
う

吉
田
玉
男
さ
ん
は
と
も
に
人
間
国
宝
と
い
う

豪
華
な
顔
合
わ
せ
。

豪
華
な
顔
合
わ
せ
。

　
「
主
人
公
官
兵
衛
を
遣
う
（
人
形
を
操
作

　
「
主
人
公
官
兵
衛
を
遣
う
（
人
形
を
操
作

す
る
）
勘
十
郎
さ
ん
は
こ
の
作
品
の
演
出
者

す
る
）
勘
十
郎
さ
ん
は
こ
の
作
品
の
演
出
者

で
あ
り
、
人
形
の
動
き
、
衣
裳
に
至
る
ま
で

で
あ
り
、
人
形
の
動
き
、
衣
裳
に
至
る
ま
で

を
つ
く
り
上
げ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
勘
十

を
つ
く
り
上
げ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
勘
十

郎
さ
ん
の
人
形
の
す
ば
ら
し
さ
に
つ
い
て
は
、

郎
さ
ん
の
人
形
の
す
ば
ら
し
さ
に
つ
い
て
は
、

も
う
申
す
ま
で
も
な
い
で
し
ょ
う
。
緻
密
で

も
う
申
す
ま
で
も
な
い
で
し
ょ
う
。
緻
密
で

あ
り
、
情
が
た
っ
ぷ
り
こ
も
っ
て
い
る
。
玉

あ
り
、
情
が
た
っ
ぷ
り
こ
も
っ
て
い
る
。
玉

男
さ
ん
は
じ
め
現
代
の
文
楽
を
代
表
す
る
人

男
さ
ん
は
じ
め
現
代
の
文
楽
を
代
表
す
る
人

形
遣
い
さ
ん
が
集
結
し
て
く
だ
さ
っ
て
ま
す

形
遣
い
さ
ん
が
集
結
し
て
く
だ
さ
っ
て
ま
す

か
ら
、
ま
ず
は
一
度
ご
覧
く
だ
さ
い
と
言
う

か
ら
、
ま
ず
は
一
度
ご
覧
く
だ
さ
い
と
言
う

よ
り
ほ
か
は
あ
り
ま
せ
ん
。
玉
男
さ
ん
は
官

よ
り
ほ
か
は
あ
り
ま
せ
ん
。
玉
男
さ
ん
は
官

兵
衛
と
敵
対
す
る
春
永
で
す
。
人
間
国
宝
お

兵
衛
と
敵
対
す
る
春
永
で
す
。
人
間
国
宝
お

二
人
の
共
演
も
見
逃
せ
ま
せ
ん
ね
」

二
人
の
共
演
も
見
逃
せ
ま
せ
ん
ね
」

　

こ
の
復
活
上
演
に
関
わ
っ
た
経
験
か
ら
木

　

こ
の
復
活
上
演
に
関
わ
っ
た
経
験
か
ら
木

ノ
下
は
さ
ら
に
言
葉
を
続
け
ま
す
。

ノ
下
は
さ
ら
に
言
葉
を
続
け
ま
す
。

　
「
改
め
て
文
楽
は
立
ち
位
置
で
見
せ
る
芸

　
「
改
め
て
文
楽
は
立
ち
位
置
で
見
せ
る
芸

能
だ
と
実
感
し
ま
し
た
。
人
形
だ
か
ら

能
だ
と
実
感
し
ま
し
た
。
人
形
だ
か
ら
首首か

し
ら

か
し
ら

のの

傾
き
で
表
情
が
違
っ
て
見
え
る
の
で
す
が
、

傾
き
で
表
情
が
違
っ
て
見
え
る
の
で
す
が
、

基
本
的
に
は
表
情
は
変
わ
ら
な
い
。
け
れ
ど

基
本
的
に
は
表
情
は
変
わ
ら
な
い
。
け
れ
ど

人
形
同
士
の
距
離
感
に
よ
っ
て
近
け
れ
ば
親

人
形
同
士
の
距
離
感
に
よ
っ
て
近
け
れ
ば
親

密
に
、
遠
け
れ
ば
緊
張
関
係
が
増
し
て
見
え

密
に
、
遠
け
れ
ば
緊
張
関
係
が
増
し
て
見
え

る
。
上
下
に
並
ぶ
と
上
の
方
が
力
が
あ
る
よ

る
。
上
下
に
並
ぶ
と
上
の
方
が
力
が
あ
る
よ

う
に
見
え
た
り
と
、
立
ち
位
置
一
つ
で
豊
か

う
に
見
え
た
り
と
、
立
ち
位
置
一
つ
で
豊
か

な
関
係
性
が
浮
か
び
上
が
り
ま
す
。

な
関
係
性
が
浮
か
び
上
が
り
ま
す
。
2
0
2
1

2
0
2
1

年
の
初
演
時
で
は
、
勘
十
郎
さ
ん
が
立
ち
位

年
の
初
演
時
で
は
、
勘
十
郎
さ
ん
が
立
ち
位

置
を
練
っ
て
く
だ
さ
り
、
私
も
時
々
意
見
を

置
を
練
っ
て
く
だ
さ
り
、
私
も
時
々
意
見
を

言
っ
た
り
、一
緒
に
考
え
た
り
も
し
ま
し
た
」

言
っ
た
り
、一
緒
に
考
え
た
り
も
し
ま
し
た
」

　
「
こ
れ
ぞ
文
楽
」
と
も
言
え
る
演
目
に
文

　
「
こ
れ
ぞ
文
楽
」
と
も
言
え
る
演
目
に
文

楽
を
初
め
て
体
験
す
る
方
は
ハ
ー
ド
ル
を
感

楽
を
初
め
て
体
験
す
る
方
は
ハ
ー
ド
ル
を
感

じ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
解
説
付
き
な
の

じ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
解
説
付
き
な
の

で
心
配
あ
り
ま
せ
ん
。「
こ
れ
を
観
れ
ば
ど

で
心
配
あ
り
ま
せ
ん
。「
こ
れ
を
観
れ
ば
ど

ん
な
文
楽
も
怖
く
な
い
。
置
い
て
き
ぼ
り
に

ん
な
文
楽
も
怖
く
な
い
。
置
い
て
き
ぼ
り
に

は
し
ま
せ
ん
」
と
木
ノ
下
。
曰
く
「
噛
め
ば

は
し
ま
せ
ん
」
と
木
ノ
下
。
曰
く
「
噛
め
ば

噛
む
ほ
ど
味
わ
い
の
あ
る
高
級
な
お
肉
」
の

噛
む
ほ
ど
味
わ
い
の
あ
る
高
級
な
お
肉
」
の

よ
う
な
味
わ
い
を
一
緒
に
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

よ
う
な
味
わ
い
を
一
緒
に
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

豪
華
な
布
陣
の
稀
有
な
演
目
、
決
し
て
お
見

豪
華
な
布
陣
の
稀
有
な
演
目
、
決
し
て
お
見

逃
し
な
く
。

逃
し
な
く
。

桐竹勘十郎桐竹勘十郎

竹本錣太夫（左）と鶴澤藤蔵竹本錣太夫（左）と鶴澤藤蔵

人形浄瑠璃文楽 『木下蔭狭間合戦「竹中砦の段」』 （ロームシアター京都）撮影：桂秀也人形浄瑠璃文楽 『木下蔭狭間合戦「竹中砦の段」』 （ロームシアター京都）撮影：桂秀也
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公
演
は
、
開
演
前
の
木
ノ
下
裕
一
参
与
に

よ
る
舞
台
空
間
の
説
明
か
ら
始
ま
っ
た
。
古

典
芸
能
用
に
舞
台
に
は
ヒ
ノ
キ
の
所
作
台
が

設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
こ
に
上
が
る
に

は
足
袋
を
履
く
ル
ー
ル
が
あ
る
こ
と
な
ど
を

説
明
し
、
バ
ン
バ
ン
と
足
拍
子
を
し
て
み
せ

た
。
乾
い
た
音
が
ホ
ー
ル
に
響
き
渡
る
。
続

い
て
舞
台
の
広
さ
を
伝
え
る
た
め
上
手
か
ら

下
手
ま
で
、
舞
台
の
前
面
か
ら
奥
ま
で
何
歩

で
歩
け
る
か
や
っ
て
み
せ
、
ポ
イ
ン
ト
ご
と

に
手
を
叩
い
た
。

　

幕
開
け
。
今
度
は
木
ノ
下
、
安
田
が
登
場

し
、
ま
ず
は
能
か
ら
見
た
漱
石
と
八
雲
の
作

品
に
つ
い
て
、
熊
本
の
第
五
高
等
学
校
、
東

京
帝
国
大
学
と
八
雲
を
追
う
よ
う
に
赴
任
し

た
漱
石
だ
っ
た
が
つ
い
ぞ
出
会
え
な
か
っ
た

奇
縁
に
つ
い
て
解
説
。

　

そ
し
て
第
一
部
は
漱
石
原
作
の
２
作
品
を

披
露
。『
夢
十
夜
』
の
「
第
三
夜
」
は
盲
目

の
息
子
を
背
負
っ
て
捨
て
よ
う
と
し
た
男
が
、

あ
る
杉
の
木
の
も
と
で
、
息
子
か
ら
自
分
は

1
0
0
年
前
お
前
に
殺
さ
れ
た
盲
人
だ
と
告

白
さ
れ
る
物
語
。
奈
々
福
の
三
味
線
、
塩
高

の
琵
琶
の
迫
力
あ
る
セ
ッ
シ
ョ
ン
が
際
立
っ

た
。『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』も
ち
の
段
は
、
雑

煮
を
食
べ
た
猫
の
吾
輩
が
歯
に
絡
み
つ
い
て

取
れ
な
い
餅
に
四
苦
八
苦
す
る
。
安
田
演
じ

る
コ
ミ
カ
ル
で
キ
ュ
ー
ト
な
猫
が
印
象
的
だ
。

は
大
事
で
、
心
が
ゆ
さ
ぶ
ら
れ
る
し
、
豊
か

に
な
り
ま
す
。
た
だ
、
い
ろ
い
ろ
と
チ
ャ
レ

ン
ジ
し
た
い
け
れ
ど
情
報
を
手
に
入
れ
る
の

が
難
し
い
。
芸
術
館
で
チ
ラ
シ
を
調
べ
た
り
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ
た
り
す
れ
ば
い
い

ん
だ
け
ど
、
そ
こ
は
僕
自
身
も
っ
と
も
っ
と

勉
強
し
た
い
で
す
ね
」

　

そ
も
そ
も
ど
ん
な
催
し
が
あ
る
か
、
そ
の

情
報
を
ど
う
い
う
手
段
で
届
け
る
か
は
障
が

い
特
性
に
よ
っ
て
違
っ
て
く
る
。
そ
の
際
に

ど
ん
な
鑑
賞
支
援
が
用
意
さ
れ
て
い
る
か
を

普
段
の
チ
ラ
シ
な
ど
で
明
確
に
す
る
こ
と
も
、

障
が
い
の
あ
る
皆
さ
ん
と
つ
な
が
る
た
め
に

は
重
要
な
要
素
。
当
事
者
の
皆
さ
ん
の
言
葉

は
貴
重
だ
。

　

芸
術
館
で
は
、
こ
れ
か
ら
も
障
が
い
の
あ

る
方
に
も
「
ひ
ら
い
て
い
く
」
機
会
を
実
践

し
て
い
く
。

ラ
ム
を
担
当
し
た
り
、
落
語
に
挑
戦
し
た
り

と
ア
ク
テ
ィ
ブ
だ
。

　
「
古
典
芸
能
は
初
め
て
で
し
た
が
、
言
葉
、

話
芸
の
素
晴
ら
し
さ
に
感
動
し
ま
し
た
。
ス

ト
レ
ー
ト
に
入
っ
て
く
る
し
、
物
語
の
深
さ

が
伝
わ
っ
て
き
た
。
三
味
線
と
琵
琶
の
音
が

す
ご
く
合
う
と
い
う
の
は
発
見
で
す
。
生
は

い
い
で
す
ね
、
直
接
染
み
入
っ
て
き
ま
す
か

ら
」

　

ま
た
鑑
賞
支
援
に
つ
い
て
は
、
こ
ん
な
感

想
を
い
た
だ
い
た
。

　
「
最
初
の
空
間
の
解
説
は
素
晴
ら
し
か
っ
た
。

あ
の
お
か
げ
で
う
ん
と
イ
メ
ー
ジ
が
湧
き
ま

し
た
。
舞
台
の
広
さ
が
言
葉
に
加
え
、
手
を

叩
い
た
り
足
を
踏
み
鳴
ら
し
た
り
と
耳
か
ら

入
っ
て
き
た
情
報
の
お
か
げ
で
よ
く
わ
か
っ

た
。
す
ご
く
考
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
と
思

い
ま
し
た
。
で
き
れ
ば
演
者
の
方
が
右
に 

回
っ
た
、
こ
う
い
う
格
好
を
し
て
い
る
、
顔

は
こ
う
い
う
表
情
だ
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と

は
見
え
な
い
我
々
に
は
想
像
が
つ
か
な
い
か

ら
音
声
ガ
イ
ド
が
あ
る
と
う
れ
し
い
で
す
」

　

中
田
さ
ん
も
そ
う
だ
が
、
視
覚
に
障
が 

い
の
あ
る
方
は
、
パ
ー
ト
ナ
ー
の
方
が
ポ
イ

ン
ト
、
ポ
イ
ン
ト
で
耳
元
で
説
明
を
し
て
い

ら
っ
し
ゃ
る
の
が
印
象
的
だ
っ
た
。

　
「
障
が
い
を
持
つ
と
ど
う
し
て
も
外
に
出

な
く
な
り
ま
す
。
で
も
本
物
と
出
会
う
こ
と

能のメソッドを使った作品を創作している下掛宝生流の能楽師、安田登。全国に引っ張りだこの浪曲師、玉
川奈々福。千数百年に及ぶ日本の琵琶の音色を現代に響かせたいと活動する琵琶奏者、塩高和之。『能でよ
む～漱石と八雲～』では、夏目漱石と小泉八雲の名作を、３者の卓越した表現によって幽遠かつ優婉に編み
上げた。着物姿のお客様が多数来場するなど華やいだ雰囲気に彩られた満員の客席。実は、視覚、聴覚に障
がいのある方にも楽しんでいただけるよう、工夫を凝らして臨んだ催しでもあった。

“すべての人にひらいていく劇場”
に向けた第一歩

Photo : Takeshi Yamada

右ページ上／「耳なし芳一」より、左から安田登、塩高和之、玉川奈々福
下／公演の最後に、客席も一緒に、手のひらをヒラヒラさせる手話の拍手をやり取りした

　

第
二
部
は
八
雲
の
『
耳
な
し
芳
一
』。
平

家
の
最
期
を
描
い
た
「
壇
ノ
浦
の
戦
」
を
見

事
に
語
る
琵
琶
法
師
の
芳
一
が
平
家
の
霊
に

取
り
憑
か
れ
て
し
ま
う
。
安
田
、
奈
々
福
の

語
り
、
そ
し
て
芳
一
が
乗
り
移
っ
た
か
の
よ

う
な
琵
琶
の
音
色
が
代
わ
る
代
わ
る
バ
ト
ン

を
渡
し
合
い
、
物
語
を
つ
づ
っ
た
。　

本
物
に
出
会
う
こ
と
で
心
が
ゆ
さ
ぶ
ら
れ
、

豊
か
に
な
る

attempt

　

本
企
画
は
、
芸
術
館
と
し
て
視
覚
、
聴
覚

に
障
が
い
の
あ
る
方
に
も
楽
し
ん
で
い
た
だ

く
た
め
の
工
夫
に
も
取
り
組
ん
だ
。
こ
れ
ま

で
も
車
椅
子
な
ど
の
お
客
様
が
公
演
を
観
に

き
て
く
だ
さ
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
木
ノ
下

参
与
の
も
と
、
積
極
的
に
障
が
い
の
あ
る
皆

さ
ん
に
も
劇
場
を
「
ひ
ら
い
て
い
く
」
こ
と

を
目
指
し
た
第
一
歩
だ
。
木
ノ
下
は
事
前
に

安
田
と
と
も
に
市
内
の
盲
・
ろ
う
学
校
を
訪

れ
た
。
当
日
は
聞
こ
え
な
い
方
の
た
め
解
説

に
は
手
話
通
訳
、
劇
中
は
ポ
ー
タ
ブ
ル
字
幕

機
で
対
応
。
見
え
な
い
方
に
は
前
述
の
解
説

の
時
間
を
設
け
た
。
聴
覚
に
障
が
い
の
あ
る

方
２
名
、
視
覚
に
障
が
い
の
あ
る
方
３
名
が

参
加
し
た
。

　

今
回
は
、
網
膜
色
素
変
性
症
で
20
代
半
ば

で
視
力
を
失
っ
た
中
田
芳
典
さ
ん
に
公
演
の

感
想
を
伺
っ
た
。
中
田
さ
ん
は
バ
ン
ド
で
ド

松本市在住。26歳のころに失明。2016年より
「蒼星バンド」を結成し、定期的にライブを
実施。リーダーとしてドラマー、ボーカルを
担当。講演活動のほか、あおぼし亭よし吉の
名で落語でも高齢者施設などを訪問している。

中田芳典さん
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「
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
」
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
こ
と
は
あ

り
ま
す
か
？　
芸
術
家
や
文
化
施
設
が
皆
さ
ん
の
も
と

に
出
向
い
て
公
演
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
行
う
取
り
組

み
で
す
。
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
に
よ
っ
て
「
演
劇
っ
て
楽
し

い
」「
ま
た
見
た
い
」
な
ど
と
思
っ
て
く
だ
さ
る
方
を

増
や
し
た
り
、
文
化
芸
術
が
社
会
に
果
た
す
役
割
を
広

げ
た
り
し
な
が
ら
、
地
域
の
文
化
芸
術
を
よ
り
豊
か
な

も
の
に
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
ま
す
。
芸
術

館
で
は
劇
団
「
シ
ア
タ
ー
ラ
ン
ポ
ン
」
と
の
ダ
ッ
グ
で
、

『
カ
メ
レ
オ
ン
の
陽
気
な
キ
ャ
ラ
バ
ン
』
を
お
届
け
す

る
取
り
組
み
を
始
め
ま
し
た
。

　
『
カ
メ
レ
オ
ン
の
陽
気
な
キ
ャ
ラ
バ
ン
』
は
、
ア
ウ

ト
リ
ー
チ
事
業
の
た
め
に
シ
ア
タ
ー
ラ
ン
ポ
ン
に
制
作

委
託
し
た
作
品
で
す
。
シ
ア
タ
ー
ラ
ン
ポ
ン
は
、
芸
術

館
を
拠
点
に
活
動
し
て
い
た
T
C
ア
ル
プ
の
有
志
が

2
0
2
3
年
4
月
に
旗
揚
げ
し
た
劇
団
で
す
。『
カ
メ

レ
オ
ン
〜
』
は
、
テ
ー
マ
を
出
し
て
話
し
合
い
、
台
本

を
書
き
、
即
興
で
試
し
な
が
ら
気
軽
に
楽
し
め
る
こ
と

を
目
指
し
て
創
作
さ
れ
ま

し
た
。「
昨
夜
見
た
夢
を

教
え
て
と
迫
ら
れ
る
男
」

「
ゴ
リ
ラ
に
突
然
遭
遇
し

た
男
」「
も
し
も
桃
太
郎

が
ピ
ー
チ
太
郎
と
い
う
名

前
だ
っ
た
ら
」「
宛
名
の

な
い
手
紙
を
届
け
よ
う
と

頑
張
る
郵
便
屋
」
な
ど
、

た
い
し
、
演
劇
へ
の
敷
居
を
低

く
で
き
る
の
が
ア
ウ
ト
リ
ー
チ

の
意
義
。
観
劇
と
い
う
行
為
は

他
人
の
頭
の
中
を
覗
く
よ
う
な

も
の
で
す
。
皆
さ
ん
の
中
に
今

ま
で
と
は
違
う
考
え
が
生
ま
れ

た
り
、
日
常
が
少
し
違
っ
て 

見
え
た
り
す
る
、
そ
ん
な
小
さ

な
変
化
が
起
き
る
と
い
い
で
す

ね
。
ま
た
演
劇
に
触
れ
て
こ
な

か
っ
た
方
々
が
僕
ら
の
芝
居
を

ど
う
感
じ
て
く
だ
さ
る
の
か
、

感
想
を
伺
う
こ
と
は
僕
ら
の
創

作
に
と
っ
て
も
大
き
な
刺
激
に
な
り
ま
す
」（
草
光
）

　
「
生
き
て
い
く
こ
と
、
子
ど
も
を
育
て
る
こ
と
、

日
々
の
生
活
を
送
る
だ
け
で
も
大
変
で
す
が
、
そ
ん
な

中
で
演
劇
と
出
会
う
こ
と
で
生
活
に
ほ
ん
の
少
し
彩
り

が
添
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
可
能
性
が
あ

る
な
ら
ば
僕
た
ち
は
劇
場
を
飛
び
出
し
、
皆
さ
ん
の
も

と
に
伺
い
た
い
。
家
族
で
お
芝
居
の
こ
と
を
話
題
に
し

た
り
、
少
し
で
も
日
常
の
潤
い
に
な
る
な
ら
ア
ウ
ト 

リ
ー
チ
を
す
る
意
味
は
大
い
に
あ
る
。
演
劇
に
出
会
っ

た
お
子
さ
ん
が
、
何
年
後
か
に
劇
場
に
来
て
く
れ
た
ら

い
い
な
、
そ
ん
な
感
覚
で
や
る
ぐ
ら
い
が
ち
ょ
う
ど
い

い
の
か
な
と
思
い
ま
す
」（
荒
井
）

　
『
カ
メ
レ
オ
ン
〜
』
に
ご
興
味
の
あ
る
方
々
は
芸
術

館
に
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
皆
様
の
も
と

に
楽
し
い
演
劇
を
お
届
け
い
た
し
ま
す
。

　

深
沢
と
堀
田
は
、
芸
術
館

主
催
の
「
ま
つ
も
と
演
劇
工

場
」
で
も
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
を

数
多
く
経
験
し
て
い
ま
す
。

　
「
演
劇
工
場
で
は
普
段
は

劇
場
に
来
ら
れ
な
い
、
演
劇

に
触
れ
て
い
な
い
方
々
の
も

と
に
届
け
よ
う
よ
と
い
う
こ
と
で
、
四
賀
地
区
、
奈
川

地
区
な
ど
に
出
か
け
た
の
で
す
が
、
地
域
の
お
年
寄
り

が
た
く
さ
ん
観
に
き
て
く
だ
さ
っ
た
ん
で
す
。
あ
る
お

ば
あ
ち
ゃ
ん
か
ら
人
生
で
初
め
て
の
観
劇
だ
っ
た
と 

伺
い
、
と
て
も
う
れ
し
い
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
」

（
堀
田
）

　
「
そ
う
、
も
し
か
し
た
ら
最
初
で
最
後
の
観
劇
か
も

し
れ
な
い
と
考
え
る
と
、
し
っ
か
り
や
ら
な
け
れ
ば
と

思
い
ま
し
た
。
同
時
に
演
劇
を
届
け
る
意
義
を
感
じ
ま

し
た
。
高
齢
の
方
々
は
回
覧
板
や
、
こ
れ
か
ら
お
芝
居

を
や
り
ま
す
と
い
う
町
内
放
送
に
よ
っ
て
訪
れ
て
く
だ

さ
っ
た
。
演
劇
は
そ
ん
な
ふ
う
に
気
軽
に
見
ら
れ
る
も

の
で
あ
り
た
い
で
す
ね
」（
深
沢
）

　

ア
ウ
ト
リ
ー
チ
は
「
ひ
ら
い
て
い
く
」
芸
術
館
の
取

り
組
み
の
一
つ
で
す
。
ラ
ン
ポ
ン
の
メ
ン
バ
ー
も
こ
ん

な
思
い
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　
「
一
生
演
劇
に
触
れ
な
い
、
小
学
校
の
鑑
賞
教
室
で

観
た
だ
け
と
い
う
方
が
お
そ
ら
く
大
半
か
も
し
れ
ま 

せ
ん
。
け
れ
ど
日
常
の
中
で
気
軽
に
触
れ
て
い
た
だ
き

Stage Photo : Ayano Honda

ど
こ
か
に
あ
り
そ
う
？
な
話
を
集
め
た
オ
ム
ニ
バ
ス
で

す
。
メ
ン
バ
ー
は
観
客
の
目
の
前
で
素
早
く
着
替
え
、

赤
ち
ゃ
ん
や
お
年
寄
り
、
動
物
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
役
を

演
じ
て
い
き
ま
す
。
照
明
や
音
響
な
ど
も
交
代
で
務
め

ま
す
。

　

シ
ア
タ
ー
ラ
ン
ポ
ン
の
草
光
純
太
、
荒
井
正
樹
、
深

沢
豊
、
堀
田
康
平
に
作
品
の
こ
と
、
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
の

こ
と
を
聞
き
ま
し
た
。

　
「
小
さ
な
お
子
さ
ん
に
も
見
て
も
ら
え
る
よ
う
に
、

暗
転
や
大
き
な
音
は
控
え
よ
う
な
ど
何
度
も
相
談
し
な

が
ら
つ
く
り
ま
し
た
。
一
つ
一
つ
の
話
を
集
中
し
て
見

ら
れ
る
よ
う
に
、
目
先
を
変
え
た
楽
し
い
物
語
で
構
成

さ
れ
て
い
ま
す
」（
荒
井
）

　

こ
の
作
品
は
2
0
2
3
年
6
月
に
芸
術
館
で
お
披
露

目
し
、
こ
れ
か
ら
市
内
の
児
童
館
や
公
民
館
な
ど
を
中

心
に
上
演
し
て
い
き
ま
す
。

　
「
才
教
学
園
で
上
演
し
た
時
、
あ
る
女
の
子
が
お
家

で
芝
居
の
一
場
面
を
再
現
し
、
こ
う
だ
っ
た
、
あ
あ
だ

っ
た
と
話
し
て
く
れ
た
ら
し
い
ん
で
す
。
彼
女
の
お
兄

さ
ん
は
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
の
日
は
体
調
が
悪
く
欠
席
だ
っ

た
そ
う
で
す
が
、
す
ご
く
興
味
を
持
っ
て
く
れ
た
と
か

で
、
お
母
さ
ん
か
ら
連
絡
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ

が
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
の
可
能
性
の
一
つ
で
す
ね
。
僕
ら
が

蒔
い
た
演
劇
の
種
が
ち
ょ
っ
と
ず
つ
で
も
つ
な
が
っ
て

い
く
の
は
う
れ
し
い
」（
堀
田
）

　

こ
の
１
月
14
日
（
日
）
に
は
、
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
の
た

め
の
プ
レ
ゼ
ン
も
兼
ね
て
、
一
般
の
皆
さ
ん
に
も
観
て

い
た
だ
く
機
会
を
設
け
て
い
ま
す
。

out
reach

 楽しい演劇、
出前します

～芸術館アウトリーチ事業～

演
劇
と
出
会
う
、

人
と
出
会
う
機
会
を
つ
く
る

前列左から荒井正樹、武居卓、深沢豊
後列左から堀田康平、草光純太、細川貴司、下地尚子
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Information

『Catwalk／ねこあるき』の郵送をご希望の方は、
郵送費用分の切手（1号140円）を下記へお送りい
ただければ送付いたします。その際、お名前・ご 
住所・何号からご希望かを必ずご明記ください。

『Catwalk／ねこあるき』は、まつもと市民芸術
館のほか、市内公共施設、市内飲食店、全国の
劇場施設などに置いております。

■郵送サービス

〒390-0815  長野県松本市深志3丁目10番1号
まつもと市民芸術館  広報誌担当  宛

『Catwalk／ねこあるき』  Vol.2

2024年１月４日発行

発行　まつもと市民芸術館
〒390-0815　
長野県松本市深志3丁目10番1号
Tel   0263-33-3800    Fax   0263-33-3830
E-mail   mpac@mpac.jp 
URL   https ://www.mpac.jp

編集　いまいこういち（』engawa『）
デザイン　清水貴栄・小林慎太郎
印刷　藤原印刷株式会社 ＊禁無断転載

■チケット購入・お問い合わせ

［まつもと市民芸術館チケットセンターのご案内］
①電話  0263-33-2200（10：00-18：00）
②インターネット  https://www.mpac.jp　
(要事前会員登録・無料)
③窓口  芸術館1階（10：00-18：00）

※
※
※
※

まつもと市民芸術館ホームページよりご登録ください。
インターネット予約が可能（一部公演をのぞく）。
メールマガジンにて最新のチケット情報や公演案内を配信。
ご希望の方には、スケジュールガイド、公演チラシを送付。

［芸術館チケットクラブのご案内］

■アクセス

【バス】JR松本駅お城口（東口）より、
駅前バスターミナルから「市民芸術館前」下車

【徒歩】JR松本駅お城口（東口）から
「あがたの森通り」を東へ800m、徒歩10分
※

※

駐車場の用意はございません。
公共交通機関や有料駐車場をご利用ください。
近隣商業施設等への無断駐車は
他のお客様のご迷惑になりますのでご遠慮ください。

公演情報はぬり絵の後にも掲載しています

S I D E

A

B『Catwalk／ねこあるき』は、まつもと市民
芸術館の新しい広報誌です。『Catwalk』は
芸術館の情報、『ねこあるき』は街の情報を
中心に紹介し、両側から読めるようになっ
ています。またCatwalk（＝キャットウォー
ク）とは、劇場のステージや客席の上のス
タッフしか歩くことのない細い回廊のこと
を言います。

2月3日発売

3月23日（土）13:00／16:30
実験劇場

チャオ！バンビーニ2024冬
『ローリーの怪奇骨董お話し箱』

※3歳以下入場不可
※U25チケットは当日年齢確認証提示。

※前売券及びまつもと市民
芸術館チケットセンターの
み取扱　
※おやこ券は、一般：1名＋
U25：1名のペア券です　
※予定枚数が終了した時点
で販売終了となります

出演：ROLLY（ローリー）

料金：整理番号付自由席（税込）
一般 ¥3,000／U25 ¥1,000

おやこ券 ¥3,500（正価 ¥4,000のところ）

チケット発売中

2月25日（日）14：00　主ホール

『木
このしたかげはざまがっせん

下蔭狭間合戦「竹
たけなかとりでのだん

中砦の段」』
木ノ下裕一による解説付き !  人形浄瑠璃 文楽

※未就学児入場不可
※U25チケットは枚数限定、
前売のみ。また当日年齢確
認証提示。

第一部：木ノ下裕一による文楽入門
ナビゲーター：木ノ下裕一
（木ノ下歌舞伎主宰、まつもと市民芸術館参与）
第二部：人形浄瑠璃文楽
『木下蔭狭間合戦「竹中砦の段」』
出演：〈浄瑠璃〉竹本錣太夫
〈三味線〉鶴澤藤蔵
〈人形遣い〉桐竹勘十郎（人間国宝）
吉田玉男（人間国宝）他のみなさん
第三部：アフタートーク
出演：
竹本錣太夫
鶴澤藤蔵
桐竹勘十郎
木ノ下裕一

料金：全席指定（税込）
一般 ¥4,500／U25 ¥1,500

ロームシアター京都にて 撮影：桂秀也
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Information 公演情報はぬり絵の後にも掲載しています

S I D E

A

B

チケット発売中

1月13日（土）14：00
実験劇場

Co.山田うん『ノクターン』

※未就学児入場不可　
※U25チケットは枚数限定、
前売のみ。また当日年齢確
認証提示。

演出・振付・構成・空間デザイン：山田うん
音楽：ヲノサトル
衣装：飯嶋久美子
美術装置：鈴木義明（f926）

出演：
飯森沙百合　木原浩太　黒田勇　須﨑汐理
田中朝子　西山友貴　仁田晶凱　望月寛斗
山崎眞結　吉﨑裕哉

料金：全席指定（税込）
一般 ¥3,500／U25 ¥1,000

チケット発売中

『カメレオンの陽気なキャラバン』
芸術館アウトリーチ事業巡回演目

1月14日（日）11:30／14:30
主ホール・ホワイエ

※3歳以下入場不可
※小学生以下は無料ですがチケットは必要となります。必ず発
券してお持ちください。尚、セブンイレブンで発券される場合
は手数料がかかりますので、ご了承ください。
※U25チケットは枚数限定、前売のみ。また当日年齢確認証提示。

出演：
武居卓　草光純太　細川貴司　下地尚子　深沢豊　
荒井正樹　堀田康平（以上、シアターランポン）

料金：全席自由（税込）
一般 ¥2,500／U25 ¥1,000
小学生以下 無料

チケット発売中

2月17日（土）13：00／18日（日）13：00
実験劇場

二兎社公演47
『パートタイマー・秋子』

※未就学児入場不可
※U25チケットは枚数限定、前売のみ。また当日年齢確認証提示。

※17日終演後アフタートークあり 

作・演出：永井愛
出演：沢口靖子  生瀬勝久
亀田佳明  土井ケイト  吉田ウーロン太  関谷美香子
稲村梓  小川ゲン  田中亨  石森美咲
水野あや  石井愃一

料金：全席指定（税込）
一般 ¥5,500／U25 ¥3,000

チケット発売中

『DANDYISM BANQUETⅡ』
1月27日（土）16：00
主ホール

※未就学児入場不可　
※U25チケットは枚数限定、
前売のみ。また当日年齢確
認証提示。

出演：
古澤 巖（ヴァイオリン）
山本耕史（語り・歌）
塩谷 哲（音楽監督・ピアノ）
小沼ようすけ（ギター）
大儀見 元（パーカッション）
井上陽介（ベース）

料金：全席指定（税込）
一般 ¥6,000／U25 ¥2,000
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教えて、アーティストさん

松本市で活動するアーティストが皆さんのお悩みに、
時にユニーク、時に独特すぎるかもしれませんが、とにかく真剣にお答えします

Hatoyama Koji鳩山浩二［第二回］

「教えて、アーティストさん」では、皆さんのお悩みをお待ちしています。
恋愛や仕事、人生についてなどなどなんでもお寄せください。必ずしも採用されませんが、その時はごめんなさい。

宛先：〒390-0815  松本市深志3-10-1  まつもと市民芸術館「教えて、アーティストさん」係

　８歳児と６歳児の母親です。自分に余裕がないときの叱り方で常々
悩んでいます。特に、夕方以降の夕飯・お風呂・明日の準備を経て、
いつもの時間に寝かせるまでの“特急オペレーション”の中で、たとえ
ば、歯磨きの仕上げをしてもらう順番をめぐって姉弟で大げんかする
とき（しかも毎晩）などに、こちらも余裕がないとイライラして火山
を噴火させてしまいます。上の子が歯磨きカレンダーをつくるという
ことで、「仕上げ順番」問題は解決しているのですが、このような余
裕がないときに出てしまうイライラの感情を、何かユーモアでやり過
ごすよい方法はないでしょうか。　　　　　　　　　　　　　　　　

お悩みお悩み

答え答え

　毎日お疲れ様です。独身男性ではありますが、過去に息子だった経
験上、世間の親の皆様には尊敬しかありません。歯磨きの仕上げ、懐
かしいなぁ。 年中無休の育児、噴火しちゃうこともありますよね。
やり過ごす方法を３ステップで考えてみました。　　　　　　　　　      
①イライラに名前をつける　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　名前をつけることで感情との間に距離ができ、飲み込まれにくくな
ります。 かわいい名前がよし。例えば「イライラちゃん」のように、
ちゃん付けするだけでも感情に深刻さがなくなるはず。　　　　　　
②テーマソングをつくり、口ずさむ 　　　　　　　　　　　　　　    
　ほんの一節、好きな曲の替え歌でかまいません。イライラを、怒り
ではなく歌に変換しちゃうのです。叱るにしても、メロディ付きで叱
るのはいかがでしょう？　子供の好きなメロディを使えば、だいぶ後
味も違うはず。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      
③大きい声で歌う 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    

　大声は最強の精神衛生法です。体験上断言できますが、15分前後大
声を出し続ければ、どんなイライラもきれいに消えます。呼吸が深ま
り頭は冴え、心身に活力が湧いてきます。もしこれを普段からの習慣
にできれば、毎日はエネルギーに満ち、感情が爆発する機会も自ずと
減っていくことでしょう。住環境が許すならぜひお試しください。    
　相談者様の幸せを応援しています。　　　　　　　　　　　　　　

シンガー、ソングライター、ギタリ
スト。東京で15年ほど音楽活動を続
けたのち、2021年、憧れだった松本
へ移住。市内give me little moreや
ゲストハウス東家などで演奏活動を
行っている。唯一無二の弾き語りス
タイルは、一度見たら忘れられない。
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地域にひらく
“「対話」がアート”を生み出す場

北澤さん（左）と中山さん

マツモトアートセンター

　障がいのある人とない人の接点を創るという
思いを掲げ、2022年に設立された一般社団法人
ナナイロ（中山拓郎代表）。彼らは、『対話アー
トNAGANO WEEK2022』と銘打って、障がい
や生きづらさを抱える人たちによるアート作品
の展示、福祉分野で活動する方々によるトーク
セッションなどを実施しました。そうしたイベ
ントから育まれた「あらゆる違いを持つ人がつ
ながるアートスペースを開きたい」という想い
を受けとめ、彫刻家の北澤一伯さんが 
代表を務める美大・芸大受験予
備校「マツモトアートセン
ター」では活用されてい
なかった１階のスペー
スを改修して、一般
にもアートスペース
として開放してい
ます。現在は、2023
年10月 か ら５ カ 月
にわたるナナイロ
に よ る『 対 話 ア ー 
ト：ジャンクション』
を開催しています。
　 北 澤 さ ん は「 前 か ら 
アートセンターと名付けた施
設を運営している我々はどうい
う役割ができるのか探求したいと思って
いて、ここ２、３年アート展とともに古本市な
どいろいろな要素を抱き込んでやっていたんで
す。その経過の中でいろいろなネットワークが
できたりして、弾みができた。そのタイミング
で中山さんがやってきて、直球で、障がいのあ
る人と社会の接点、つながれる場所をつくりた
いというお話をいただきました。話を聞きなが
ら理解を深めていく中で、納得をしてじゃあやり
ましょうということになりました。地域アート

に関しては僕自身は器では
ない。商店街を盛り上げる
みたいな才覚はないなあと
思っていたんだけど、近所
の飴屋さんやホテルなどに
イベントのポスターを貼って
もらったり古本を置いていただ
いたりしながら交流ができたことで、自
分のところにも受け入れ体制ができたんです。

中山さんはベンチャーの才覚があるから
いろいろやっていくでしょうけ

れど、僕は紙に落としたイ
ンクが広がるように、深

掘りしながら、時おり
飛び地もつくったり

しながら、ここをひ
らいていきたい」
と語ります。
　一方、中山さん
は「 二 つ の 側 面 が 

あると思うんです。
一つは障がいある人

と社会の接点をつくる
こと、もう一つはアート

のハードルを下げて地域の
いろいろな人が表現者になって

いくこと。そうした活動の中で時には 
障がいある人がインスピレーションを与える側に
なっていく可能性も生まれてくる。そうすると
自然と交流もできていくと思うんです」と言い
ます。それがナナイロの目指す “「対話」がアー
ト” です。また、アートスペースは地域の方々 
が日常的に表現に触れることのできる場として
機能していくとのことで、ナナイロによる展示
などの仕掛けもまた、いろいろな表現が出会う
きっかけになるはずです。
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と思うんです。
　また松本には古くからの建物が残っている素敵さと、
残ってしまっている怖さがあると感じました。戦後、人
間の営みは大きく変わりました。古い建物は現代人が生
活するのにマッチせず、使い方がわからないために放置
されたり駐車場になっている。でも使い勝手の良さでは
なく、存在の素敵さを担保するような暮らし方をすれば
十分に役に立つ。建物にアート作品を入れることで、所
有者さえ信じられない気づき、現象が起きるんです。逆に白い空間に飾られることを
是とするアート作品も、あばら家や廃業したお店、和風の座敷に置かれることで新た
な魅力を放つ。そういう相乗効果が人を感動させるし、建物を見慣れている地元の人
が何より楽しいと思うんです。地元の人がハッピーであれば他所からも人が来ます。

―空き家をなんとかしたいという思いは最初からあったんですか？
　そこまで読んではいません。とにかく歩き回って、「いいな」と思った建物を端か
らノックしました。松本城のそばの宮島肉店も建物がかわいらしかったから使いたかっ
た。実は建築芸術祭の後、僕が仕事場にお借りする予定だったんです。ところが展示
を見た男性がここでお店をやりたいと、めちゃくちゃ熱いメールを何通もくれた。今
では素敵なお菓子屋になっています。みんなで一生懸命に掃除した空き家のいくつか
も、引き続き使ってもらっている。これはとてもうれしいことですね。

―2024年の冬はどんな仕掛けですか？
　一昨年、昨年と連続して開催した理由は、作品が変わるだけで建物の雰囲気が変わ
る、建物が変わるだけで作品の見え方が変わることを紹介したかったから。でも今回
は、考え方を変えて実施します。松本城の敷地にある旧博物館の建物が来春に壊され
るのですが、ここを丸ごと使って開催する予定です。無くなってしまう建物ですが、
記憶と感謝を残すことで、今まで以上に素敵なものとして担保されるような内容にし
たいと思っています。

―芸術館の建物も細い柱が建築的には面白いそうです。
　来年度の芸術監督団が発表されたのと同じタイミングで、実は僕も松本市立博物館
のアソシエイトプロデューサーに就任しました。芸術館さんの協力で松本市立博物館
では『サムライたちの職員会議』を上演しましたし、芸術館を設計した伊東豊雄さん
ともマツモト建築芸術祭のシンポジウムもやらせていただきました。次期芸術監督団
の皆さんが掲げた「ひらいていく」のコンセプトにはとても共感します。そうそう、
『サムライたち～』に出演された役者さんたちが、ビルのフロアを劇場として開かれ
ましたよね。例えば空き家一つとっても、行政の仕組みではできなくても、文化芸術
を介することで「ひらく」ことができるときがある。まずは皆さんと出会い、その先
に何ができるか考えるのはとても楽しみです。

「文化芸術が街を輝かせる」連載の第２弾は、マツモト建築芸術祭の総合プロデュー
サー・おおうちおさむさんにご登場いただきました。おおうちさんは、2022年に“名
建築にアートが住み着くマツモトの冬。”をテーマに、さまざまな建築物に設置された
アートをめぐる芸術祭を初開催。アートを介した出会いによって空き家が活用される
など、新たな価値観を生んでみせた。

―マツモト建築芸術祭を実施した経緯を教えてください。
　僕は京都の町屋をめぐりながら写真展を楽しむ「KYOTOGRAPHIE international photo 
graphy festival」に初回から関わっているのですが、ここで芸術祭をどうつくるか、
人にどう情報をキャッチして興味を持ってもらうかのノウハウを培いました。この経
験こそが建築芸術祭を思いついたきっかけなんです。地域に芸術祭があふれる現代、
しかしその手法、狙いはほぼ同じ。松本市美術館のロゴをつくるなど縁のあった松本
でまったく違うことをやりたいと思い、ならば仕組みではなく、考え方を変えようと
思ったんです。僕はアートディレクターであり、デザイナー。仕事で多くのアートに
リーチしてきましたが、アーティストの本質をわかっていないとデザインは生み出せ
ない。そこを強く引っ張り出せば新しい価値観を生み出せると思ったのです。こんな
ことを言うと怒られてしまいますが、キュレーターという仕事は多くの場合テーマを
設定し、アートを選んで、横串を通すことで表現の幅を広げています。それも素敵な
方法論なのですが、自由度の高いものに蓋をしてしまう可能性もあると感じます。ま
た多くの芸術祭は地域の特性を生かす、地域にちなんだテーマを設けるなどしますが、
わざわざそれをアートを使って改めて発信することに意味があるの？とも思っていまし
た。ポテンシャルがある街が次のステージに向かうにはそれまでの財産を見直すことで
はなく、まったく違う要素とぶつかる化学変化が重要だと思うんです。建築芸術祭は
僕が好きなアートを好きな建物の中にぶち込みたい、それが唯一最大の動機なんです。

アートによって建物の雰囲気が変わる、
建物によってアートの見え方が変わる

―建物を活用するというコンセプトはどこから生まれた？
　松本の建築は建築雑誌に取り上げられるような物はあまりないけれど、時代も幅広
く、素晴らしいものがたくさんあります。それを周遊するだけでも面白いのですが、
その動機付けにアートがあったらと。アート作品を一つプロットすることで、その建
築の見え方も空気感も変わって見えるからで、それがアートにとっての正しい役割だ

文化芸術が街を輝かせるマ
ツ
モ
ト
建
築
芸
術
祭

芸
術
館

M
atsum

o
to

 arc
hitec

ture + art
MPAC Festival

第二回
マツモト建築芸術祭総合プロデューサー

おおうちおさむさん

マツモト建築芸術祭2023
アーティスト名：福井江太郎
会場名：割烹 松本館
（国登録有形文化財・
松本市近代遺産）
Photo:Kazumi Kiuchi
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石丸　ところでこういう調度品が置かれた空間、日本風
情の佇まいの建物は特に外国からの皆さんは惹かれるの
ではないですか？
女将　クラリネット奏者のカール・ライスターさんなど
毎年ドイツのワインを持ってきて、毎日のようにきてく
ださいました。体が大きくていらっしゃるから、私ども
で両国まで行ってお相撲さんのような浴衣をしつらえま
した。それでお仲間の管楽器奏者の皆さんと演奏もして
くださいました。
石丸　いろいろな皆さんが音楽をやりたい場所になって
いるのですね。素晴らしい。
女将　息子の関係でピアニストの青島広志さんも何年も
ここで演奏してくださっています。今年はいつやろうか
と電話をくださるのが恒例になっています。

石丸　僕たちは芸術監督団として、串田さん、小澤さん
が走ってきた非常に大切なレールを受け継いで来年度か
ら活動させていただきます。例えば松本にはいろいろな
観光名所がありますが、浅間温泉など温泉街の方たちと
も活気ある交流をすることを考えたいと思っているんで
す。お話を伺っていて、僕たちが積極的に皆さんのもと
に訪ねていく、これが大事だと改めて感じました。
女将　それはうれしいです。ぜひ、石丸さんにもここで
歌っていただきたいです。
石丸　ありがとうございます。そういう交流もどんどん、
お互いにやり合うといいですよね。そして演奏会や演劇
を楽しんでいただいたお客様にお風呂に入っていただく、
お宿に泊まって、おいしいご飯を味わっていただく、そ
んな最高の１日に彩りを添えられればと思います。
女将　そういう魅力と浅間温泉がどうやってつながるの
か、チラシを置くところから始めて、私たちも何か考え
なくちゃいけませんね。
石丸　松本の方々はホールでやっている催しのことをす
ごくご存じで、「今日から何々をやっているよね」なん
てよくお声がけしてくださいます。
女将　そういう話題を日常にしたいですよね、市民の皆
さんと。素晴らしい演目ばかりやられているので、一度
でも出かければきっと病みつきになります。
石丸　ご商売されていらっしゃると、お客様がいらっし
ゃる時間帯と重なるからなかなかホールの催しはご覧に
なれないですよね。でもお宿やお店を経営していらっし
ゃる方にも僕らの舞台をぜひ観ていただきたい。僕らの
方で開演時間を工夫するなど、なにか方法を考えたいと
思います。そういうイベントを体験していただく、感じ
ていただくことができれば、より関係性も深まるじゃな
いですか。松本にはいろいろな魅力があります。僕ら芸
術監督団の仕事の一つは、一つ一つの魅力を文化芸術に
よって線につなぐことだと思うんです。

お宿やお店などご商売されている方にも
　　芸術館の催しを見られる工夫を考えたい
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石丸　僕はセイジ・オザワ 松本フェスティバル（OMF）
で『兵士の物語』に出演させていただいたときに、前ま
つもと市民芸術館総監督の串田和美さんから「菊之湯さ
んに行ってみたら」と勧められ、バレエダンサーの首藤
康之さんとお邪魔したことがあります。フェスティバル
に出演するアーティストは入浴パスをいただけて、お客
様がいらっしゃる前にお湯に入れてもらえる特典がある
んです。今日は２度目の菊之湯さん！
女将　あのときは私もおりました。今回、素晴らしい
方々が、まつもと市民芸術館の芸術監督団になられると
聞いて大喜びしております。
石丸　再会になるわけですね、ありがとうございます。
あれ以来、僕も、浅間温泉のお風呂が素敵だよと、お客
様の誘いになっているかどうかは分かりませんが、仲間
には自慢話のようにしていたのです。だから、ぜひとも
お話をうかがいたいと思っていました。浅間温泉がいつ
ぐらいに開かれ、松本市街地とどんな関係だったのかに
興味があって。
女将　ありがとうございます。この辺りは昔、本郷村
（明治22年に誕生し、昭和49年に松本市と合併）と言わ
れ、善光寺街道の道中で一番にぎわっていたらしいので
す。菊之湯を創業したのは私の曾祖母で、彼女は離婚し、
一人息子を抱えて髪結でもやろうとこの地にやってきま
した。その当時は芸者衆が100人以上もいたそうです。
石丸　そうなんですか。芸者さんがいらっしゃったとい
うことは、お酒を呑めるお店も当然あったりと、かなり
のにぎわいだったのですね。

令和6年度から活動を開始する芸術監督団が代わる代わる街に飛び出して
いく企画の第2弾は石丸幹二参与（次期ゼネラルアートアドバイザー）が、
“城下町松本の奥座敷”と言われる浅間温泉の「本棟造りの宿 菊之湯」を
訪ね、女

おかみ

将・中條みほ子さんと対談させていただきました。磨きぬかれた
ケヤキの大黒柱や太い梁が交差する吹き抜け、松本の民芸家具やアンティ
ークの調度品が配置されたロビーに、石丸参与も魅せられた様子でした。

て素敵だろうなぁ。
女将　本当にいい雰囲気ですよ。小さい空間なので60名
程度のサロン風のコンサートですが、音が素敵に広がっ
て。ロビーのピアノは、私が女将になって、息子の面倒
を見るために自宅からここに持ってきたものです。
石丸　そうだ、息子さんはフルート奏者でいらっしゃる
のですよね？
女将　はい。本当はお料理の勉強をさせて後継ぎにと 
思っていたのですが、サイトウ・キネン・フェスティバ
ル松本がきっかけで音楽の道に進みました。今は運が良
くて群馬交響楽団で頑張っております。それで菊之湯は
後継ぎがいないものですから、本当に探しているんです
よ。ぜひどなたかご紹介ください。
石丸　え、それは大変じゃないですか。いい後継ぎが現
れるといいですね。それにしても息子さんは群響の所属
ですか、すごくいいオーケストラですよね。
女将　群馬県の小学校から高校までのすべてに演奏を届
けて回っています。県内では上田市のサントミューゼで
毎年のようにコンサートをやっています。ここ（菊之
湯）でのロビーコンサートは、息子もそうですが、大学
生、音楽大学を出てもまだ仕事がない人など、若い演奏

女将　ええ。江戸時代に、松本城を建てた初代松本藩主
の石川数正さんが「御殿湯」（今の湯々庵 枇杷の湯）を
つくって足繁く通うなど、お風呂屋さんが多かったよう
です。歴史を研究されている方がこのあたりには何人も
いらっしゃるのですが、旅館ができてきたのは明治初期
という説もあれば、それ以前からという説もあって、正
確なことは……。ただ明治に入ってだんだん旅館、旅籠
が増えたのは確かで、その流れの中で菊之湯も創業され
ました。明治24年のことです。まだ若い娘だった曾祖母
は、ここともう１軒の旅館をつくったようです。
石丸　へえ、すごいですね。
女将　浅間温泉の記述は日本書紀にも出てきますし、天
武天皇の時代の古墳がたくさん残っていたりで、古くか
ら開かれた地だったのが分かります。
石丸　そんなに古くからにぎわっていたのですね。すご
いなぁ。こちらの温泉はどういう質なのでしょう？　
女将　筑摩（束間）の湯といって単純泉です。硫黄の匂
いはかすかにしますけれど、アルカリ性の綺麗なお湯で
すよ。
石丸　だから女将さんもお肌がつやつやでいらっしゃ 
る……
女将　いえいえ、私は幼いころ以外はここのお風呂には
入ったことはないのです。お客様のための大事なお湯で、
夜遅くもお客様が入っていらっしゃいますから。
石丸　それほど大切にされているもの、まさに宝なので
すね。

石丸　菊之湯さんでは時折コンサートを開かれていらっ
しゃるんですよね？　このロビーだったら音が染み渡っ

家に場を提供する意味で始めました。
石丸　それは素晴らしいですね。
女将　近所の方たちがクッキーをつくってくださったり、
喫茶店の方がコーヒーを淹れてくださったり、お手伝い
もしてくださって。お客様には1,000円ほどちょうだい
し、コンサートの後にお風呂に入っていただきます。そ
のお代を若い人たちに演奏料として渡すわけです。
石丸　ますます素晴らしい取り組みですね。

女将　ありがとうございます。ここのロビーコンサート
は応援したいというお客様の気持ちが伝わるのですね。
若い演奏家にはそれを感じて帰ってもらって、一生懸命
に勉強して、いつかまたここに戻ってきてねという思い
でやっています。
石丸　OMFもあるし、松本市音楽文化ホールもあるし、
松本は、音楽と暮らしがすごく近い街ですよね。
女将　音楽がとても好きで掘り下げるような人が多いか
もしれません。適当にではなく、しっかり聴きたい、極
めたいというか。
石丸　それが松本の皆さんの気質ですか？　
女将　もう皆さん何においても勉強熱心ですよ。
実は私どももどういった縁をいただいたのか、最初のこ
ろ、サイトウ・キネン・フェスティバル 松本のレセプ
ションを菊之湯でやらせていただきましてね。ですから
石丸さんが先ほどおっしゃったように、フェスティバル
に出演されている、すごい演奏家の方々がお風呂に入り
にきてくださるのです。そんな皆さんがPRしてくださ
るおかげで、後から聞いてびっくりするような方も泊ま
りにいらしてくださっています。

ご自身も東京で音楽を学ぶが、先代のころ旅館業を手伝うために
帰郷を決意。現在五代目経営者、四代目女将として奮闘。

中條みほ子  Nakajyo Mihoko

photo : Takeshi Hirabayashi

菊之湯のコンサートは
　　若い演奏家に場を提供するため

東京音楽大学音楽学部器楽科にてサックス、東京藝
術大学音楽学部で声楽を学ぶ。東京藝大在学中の
1990年、劇団四季にて、ミュージカル『オペラ座の
怪人』ラウル・シャニュイ子爵役でデビュー。『美
女と野獣』『壁抜け男』などに主演、看板俳優とし
て活躍（2007年退団）。その後は『ジキル＆ハイ
ド』『ハリー・ポッターと呪いの子』『蜘蛛女のキ
ス』などの舞台に主演するほか、映像では、大河ド
ラマ「青天を衝け」、同「花燃ゆ」、「相棒」、「ライオ
ンのおやつ」など、映画「シング・フォー・ミー・
ライル」（吹替）、「太陽とボレロ」、「アキラとあき
ら」などに出演。また「題名のない音楽会」「健康
カプセル！ゲンキの時間」の司会を務めている。音
楽では、アルバムのリリースほか、オーケストラコ
ンサート、ジャズクラブライブ、ディナーショーな
ど多彩に活動している。まつもと市民芸術館では
『空中キャバレー』『兵士の物語』に出演。

石丸幹二  Ishimaru kanji
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「手」はその人の人生を表すと言われます。
粛粛と手仕事を重ねてきた職人さんの手には、
よりそのことを感じます。これを「掌」と表
記すると、「たなごころ」と読むように、職人
さんの心が手に宿って見えませんか。

ナワテ通りにある矢澤鯛焼店の千野恵利子さ
んは御神酒の口（国の選択無形民俗文化財に
指定）を手がけて35年。代々つくり続けて
きたお家で、毎年12月25日～30日の期間は
お店で販売しています。「他の地域にもある
けれど、松本のものは細くて繊細」と語る千
野さん、素早く繊細に編み上げられる様子が
アートのようでもあります。

松本だるまの製造は、市内では布野恵だるま
店と丸栄福だるま製造所のみ。両社は親戚で
お祖父さんが戦後つくっていたそう。それを
復刻する際、後発だった丸栄の布野昭一さん
は、古くからの「繭玉型」に挑戦。仕上げの
金を入れながら「お客様が幸せを願って買っ
てくださる縁起物。私もお客様の幸せを思い、
つくっています」とおっしゃいました。

約400年前に始まった新春の伝統行事「あめ
市」が今も続く松本には、最盛期は20軒以
上もの飴屋がありました。寛文12年創業の
山屋御飴所さんは松本最古の老舗。飴づくり
は４人による手作業です。熱々の飴が固まら
ぬうちに代表の太田喜久さんが一気に伸ばし、
専用器具でカット、トレイに並べてと皆さん
が奏でるリズムが心地よいのです。
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松本のお正月には、この地域独特の伝統的な
品々があるのをご存知でしょうか？　その中
から３つの縁起物を紹介いたします。

神棚などに供える御神酒徳利に挿して飾る竹
細工です。江戸時代の末から松本藩の下級武
士の内職として制作され始めたと言われてい
ます。今も四柱神社の歳の市で売られていま
す。マダケを細く裂いてヒゴ状にしたものを、
竹のしなやかさを生かしながら曲げて絡ませ
て編んでいきます。写真は三階松梅付。

養蚕のお守りとして、お蚕様の豊作を表した
『大當』（大当たり）の文字を入れ、江戸時代
からつくられていた松本だるま。繭を形どっ
たゲジゲジの眉毛とヒゲを付けたユニークな
表情が特徴です。松本では、願い事の成就を
託して、右目に黒目、左目に「叶」の一文字
を入れ飾る風習があります。

引ネキ飴は、その名の通り大きな塊から引き
出して、伸ばして、のしてつくる飴です。サク
サクとした食感とフワッとした口溶けは、板
のような見た目からは想像できない、繊細な
味わいだと人気です。中双糖、水飴、そして
沖縄多良間産の上質な黒糖が原料。11月か
ら５月の乾燥期限定生産なのでご注意を。

Photo : Yuki Yokosawa
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太田真紀／イラストレーション、ビジュアルストーリーテリング、また
それらを軸としたデザインなどが得意。デザインファーム・Takramで
の勤務を経て、2021年4月よりイラストレーターとして独立。松本に住
んでいますが、まだまだ知らないことばかりです。otama-ki.com

Illutration & Text

otama

小学生の頃、あがたの森公園から徒歩30秒のところに
住んでいた。毎日のようにこの公園で遊んでいたと思う。
通路脇や丘の斜面にもりもり植え込まれたドウダンツツジの中は、子どもに 
とってちょうど良いトンネルのようで、その中を秘密基地にしていた。

あがたの森といえば、大きなヒマラヤ杉。「ヒマラヤ杉」はスギと呼ぶの
に実際はマツ科の木だ。季節になると薔薇の形の松ぼっくり、シダーロー

ズが落ちてくる。旧制松本高等学校２代目の校長で植物学者の大渡忠太郎が
植えたもの。正面に建つあの青緑色の建物は、かつて校舎として使われていた。

記念館の中は３階まで展示があった。昭和初期に生まれて活躍した日本人
の多くが旧制高校での生活を経験しており、彼らの学生時代の雰囲気を知
れて面白い。一方で「高等学校」と謳われる場所で学生としての女性が一
人も出てこないことに、何度も違和感を持つのだった。それだけ「今」が
変わったのだから素晴らしい。けれど今はその過去から地続きで、その頃

からまだ100年も経っていないことについてよく考える。

後で調べてみたところ、1948年、旧制松本高校の第30回生として最初で最後
の女生徒が一名在籍したという記載を本に見つけた。山口さんというその女性
は凛としていて聡明でクラスの人気者だったそうだ。この方が当時のことを書
いた文章を読んだら、私もファンになりそうだった。ただ、戦後すぐに旧制高
校が廃止になったことで、この年の学生達は卒業が叶わなかったのだという。

大きなヒマラヤ杉が雪をかぶった様子はいかにも冬らしい良い景色。私がこれ
を書いている今はまだ晩秋だけど、しんしんとした雪の風景を思い出しながら
絵を描いてみます。

「あがたの森」の雪景色

この機会にと、初めて「旧制高等学校記念館」に入ってみた。学校

と殺風景でも活気があったのかもしれない。現在、駅を背にして一番奥
にある駐車場のところに学生寮があって、校舎に向かってまっすぐの
道を歩いてくるバンカラなマント姿の学生達を想像する。

設立当初のこの辺りの写真を見ると、まだヒマラヤ杉は小さかっ
たため校舎の背後に山がよく見えて新鮮な景色だった。今よりずっ
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