


『はじめまして！』
0歳からお年寄りまで、みんなのコンサート

芸術監督団３人がそろい踏み
“ひらいていく劇場”がいよいよ始動！
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令
和
５
年
度
か
ら
1
年
間
か
け
て
打
合
せ

を
重
ね
、
互
い
の
専
門
分
野
を
超
え
て
ア
イ

デ
ア
を
出
し
合
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
準
備
を
進

め
て
き
た
芸
術
監
督
団
、
石
丸
幹
二
（
ゼ
ネ

ラ
ル
ア
ー
ト
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
）、木
ノ
下
裕
一

（
団
長
、
演
劇
部
門
担
当
）、
倉
田
翠
（
ダ
ン

ス
部
門
担
当
）
の
お
披
露
目
と
な
る
企
画
〜

０
歳
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
、
み
ん
な
の
コ
ン

サ
ー
ト
〜
『
は
じ
め
ま
し
て
！
』
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
〝
み
ん
な
の
コ
ン
サ
ー
ト
〞
の

サ
ブ
タ
イ
ト
ル
通
り
、
０
歳
か
ら
お
年
寄
り
、

障
が
い
の
あ
る
方
な
ど
、
だ
れ
も
が
参
加
で

き
る
〝
ひ
ら
い
て
い
く
劇
場
〞
の
姿
を
披
露

す
る
よ
う
な
ひ
と
時
と
な
り
ま
し
た
。

　
会
場
に
は
、
お
父
さ
ん
お
母
さ
ん
、
お
じ

い
ち
ゃ
ん
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
一
緒
に
お
め
か

し
し
た
お
子
さ
ん
が
い
っ
ぱ
い
。
こ
れ
ま
で

も
お
子
さ
ん
向
け
の
催
し
は
あ
り
ま
し
た
が
、

ま
た
ひ
と
味
違
う
新
し
い
光
景
に
出
会
え
た
、

そ
ん
な
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。

　
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
は
、
芸
術
監
督
団
の
自
己

紹
介
か
ら
客
席
の
様
子
の
紹
介
へ
。
0
歳
、

1
歳
、
2
歳
、
3
歳
、
4
歳
、
5
歳
、
小
学

生
、
中
学
生
〜
大
人
と
順
番
に
呼
び
か
け
て

い
き
ま
す
。
す
る
と
お
客
様
は
「
こ
こ
に
い

る
よ
」
と
ア
ピ
ー
ル
。
手
を
挙
げ
ら
れ
な
い

2024年４月21日（日）
まつもと市民芸術館 主ホール
出演：石丸幹二　木ノ下裕一　倉田翠
演奏：クリヤ・マコト（ピアノ）
塚越慎子（マリンバ）
林周雅ストリングス
（林周雅　篠原悠那　堀内優里　小畠幸法　鈴木智）
編曲：萩森英明
舞台監督：黒田大輔
照明：水上雅史
音響：近藤健一朗
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小
さ
な
お
子
さ
ん
を
高
々
と
掲
げ
る
お
父
さ

ん
の
姿
も
見
え
ま
し
た
。

　
コ
ン
サ
ー
ト
は
小
さ
な
お
子
さ
ん
も
知
っ

て
い
る「
ド
レ
ミ
の
歌
」「
ぞ
う
さ
ん
」、子
守

唄
の
「
ね
ん
ね
ん
こ
ろ
り
」、
木
ノ
下
監
督

が
曲
の
情
景
を
解
説
し
た
ヴ
ィ
ヴ
ァ
ル
デ
ィ

の
「
四
季
」
な
ど
、
ポ
ッ
プ
ス
、
ク
ラ
シ
ッ

ク
、
ア
ニ
メ
、
洋
楽
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
倉
田
監
督
は
と
き
に
客
席
に
降

り
て
踊
り
な
が
ら
子
ど
も
た
ち
と
も
交
流
。

そ
の
倉
田
監
督
に
よ
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
振
り

付
け
で
、
客
席
も
一
緒
に
踊
っ
た
米
津
玄
師

「
パ
プ
リ
カ
」
で
は
、
お
客
様
皆
さ
ん
が
前

の
席
か
ら
後
ろ
の
席
へ
、
後
ろ
の
席
か
ら
前

の
席
へ
と
全
身
を
使
っ
て
ウ
ェ
ー
ブ
を
起
こ

し
ま
し
た
。
パ
ッ
ヘ
ル
ベ
ル
の
「
カ
ノ
ン
」

の
演
奏
で
は
、「
と
な
り
の
ト
ト
ロ
」「
星
に

願
い
を
」「
ぼ
く
ド
ラ
え
も
ん
」「
翼
を
く
だ

さ
い
」「
い
つ
も
何
度
で
も
」「
ロ
ミ
オ
と 

ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
」「
ア
ン
パ
ン
マ
ン
の
マ
ー

チ
」「
愛
は
勝
つ
」
な
ど
の
曲
を
紛
れ
込
ま

せ
て
、
曲
当
て
ク
イ
ズ
の
趣
向
で
、
音
楽
の

面
白
さ
を
伝
え
て
く
れ
ま
し
た
。
最
後
に
は

石
丸
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
が
映
画『
リ
ト
ル
・
マ
ー

メ
イ
ド
』
の
「
ア
ン
ダ
ー
・
ザ
・
シ
ー
」
を

披
露
し
、
圧
巻
の
歌
声
を
聴
か
せ
て
く
れ
ま

し
た
。

　
会
場
は
お
子
さ
ん
が
安
心
し
て
過
ご
せ
る

よ
う
に
暗
転
な
ど
は
せ
ず
に
、
泣
き
出
し
た

り
ト
イ
レ
に
行
き
た
く
な
っ
た
ら
自
由
に
出

入
り
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
お

孫
さ
ん
に
笑
顔
を
向
け
る
お
じ
い
ち
ゃ
ん
お

ば
あ
ち
ゃ
ん
、
家
族
と
一
緒
だ
か
ら
こ
そ
リ

ラ
ッ
ク
ス
し
て
コ
ン
サ
ー
ト
を
楽
し
ん
で
い

る
お
母
さ
ん
た
ち
の
姿
も
印
象
的
で
、
芸
術

監
督
団
の
個
性
を
生
か
し
、
工
夫
し
た
内
容

も
含
め
て
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
、
思
い
思

い
の
楽
し
み
方
が
で
き
る
催
し
で
し
た
。
も

ち
ろ
ん
芸
術
監
督
団
、
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
の

皆
さ
ん
も
歌
っ
た
り
演
奏
し
な
が
ら
楽
し
ん

で
い
る
の
が
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

　
〜
０
歳
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
、
み
ん
な
の

コ
ン
サ
ー
ト
〜
『
は
じ
め
ま
し
て
！
』
を
通

し
て
、
改
め
て
串
田
和
美
芸
術
総
監
督
か
ら

バ
ト
ン
タ
ッ
チ
し
、
引
き
継
ぐ
べ
き
大
事
な

も
の
、
そ
し
て
３
人
の
芸
術
監
督
そ
れ
ぞ
れ

の
持
ち
味
を
存
分
に
発
揮
し
た
新
し
さ
も
ク

リ
ア
に
見
え
、
ま
つ
も
と
市
民
芸
術
館
の
新

た
な
る
船
出
、
向
か
う
方
向
へ
の
所
信
表
明

が
な
さ
れ
た
よ
う
で
し
た
。

　「
ま
た
や
り
た
い
」（
木
ノ
下
）「
皆
さ
ん

の
ホ
ー
ム
に
」（
石
丸
）
と
の
言
葉
は
、
今

回
は
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
皆
さ

ん
も
含
め
、
ま
つ
も
と
市
民
芸
術
館
が
だ
れ

に
と
っ
て
も
優
し
さ
に
も
あ
ふ
れ
た
空
間
で

あ
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
よ
う
で
し
た
。

MeSSAGe

芸
術
監
督
団 

団
長
／
芸
術
監
督﹇
演
劇
部
門
﹈

木ノ下裕一
ステージの上で、赤ちゃんからお年寄りまで
色とりどりなお客様のお顔を眺めていて、ふ
つふつと「ずっと、これがしたかったんだ！」 
と思いました。年齢やジェンダーや障がいの
有無や属性にかかわらず、広く集える劇場。
もちろんパフォーマーである私たちも含め、
全員が「ここに居ていいんだ！」と思えるよ
うな公演。私たち新芸術監督団がめざす“ひ
らいていく劇場”のビジョンを体現したコン
サートになり、今、とても興奮しています！
石丸さんの歌、倉田さんのダンス、ミュージ
シャンによる素晴らしい演奏、そして、テク
ニカルスタッフ・制作陣の高い技術……劇場
の出せるチカラをすべて出し切ったコンサー
トでした。これからも、芸術監督団は三者三
様の個性を最大限に生かして、みなさまの
“居場所”を劇場の中につくっていきたいです。

歌い、踊り、音楽の解説をしたり、たくさんの挑戦をした木ノ下裕一団長
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ダンスの振り付けや自ら即興で踊ることで観客と交流した倉田翆監督

倉田 翠
石丸さんがこの機会を与えてくれたから
こそ挑めたことがたくさんありました。
「パプリカ」の振り付けを独自につくって
客席の皆さんと一緒に踊りましたが、お
子さんたちがとても素直にやってくれて、
逆に私自身がひらかれていき、踊らせて
もらっている気持ちになりました。また
今回、私の作品はどちらかといえば尖っ
ていると言われるものが多いので、普段
は見にくることがないであろう客層の人
たちと出会えたこともうれしい体験でし
た。今後はダンスを中心にやっていくの
ですが、“ダンス”という枠にとらわれず、
この出会いを次につなげ、さまざまな人
に出会っていきたいと思っています。

芸
術
監
督﹇
舞
踊
部
門
﹈

MeSSAGe

石丸幹二
スタートのこの段階で監督団の３人が一
緒に舞台に立てたのは良かったです。こ
のコンサートが私たちの名刺代わりにな
り、観客の皆様に「私たちはこういう者
です」と知っていただけたかと思います。
今回は、『０歳からお年寄りまでのコン
サート』と銘打っていました。おかげさ
まであらゆる世代の人たちが集まってく
ださり、劇場は大にぎわい。個人的には、
（子どもたちはもちろん）子育てするお父
さん、お母さんにも聴いてもらいたいと
いう思いが強く湧きましたね。このよう
に、私たちはそれぞれの専門分野を中心
にいろいろな企画を考えています。市民
芸術館を、皆さんが「また帰ってきたい」
と思えるような“ホーム”に育てるべく活
動していきたいと願っております。

ゼ
ネ
ラ
ル
ア
ー
ト
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

さすがの歌唱力、軽妙な司会で存在感を発揮した石丸幹二アドバイザー
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Review

『
希
望
の
家
』

akakilike

 Photo : Takeshi Yamada 6

Cast
akakilike『希望の家』
日程：2024年6月8日（土）～9日（日） 
会場：まつもと市民芸術館 特設会場
演出・構成：倉田翠 
出演：倉田翠　桑折現　
白神ももこ　前田耕平　吉田凪詐

[akakilike] 
演出助手：平澤直幸　
照明：魚森理恵　
音響：甲田徹 

[スタッフ] 
舞台監督：守山真利恵　
衣装：藤谷香子　
制作：豊山佳美　清水聡美 
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希望の家はどこにあるか？

　
初
め
て
訪
ね
た
ま
つ
も
と
市
民
芸
術
館
は
予
想
以

上
に
巨
大
な
施
設
だ
っ
た
。
客
席
と
舞
台
を
逆
転
さ

せ
た
今
回
の
特
殊
な
上
演
形
態
が
、
余
計
に
そ
れ
を

強
調
し
て
い
た
。
同
館
の
芸
術
監
督
（
舞
踊
部
門
）

に
就
任
し
た
倉
田
翠
は
、
最
初
の
仕
事
と
し
て
、
自

身
の
カ
ン
パ
ニ
ー
で
あ
るakakilike

の
完
全
新
作
を
、

そ
こ
で
発
表
す
る
こ
と
を
選
ん
だ
。
タ
イ
ト
ル
は

『
希
望
の
家
』。
倉
田
翠
の
作
品
な
の
だ
か
ら
、
こ
の

「
希
望
」
が
単
純
な
意
味
で
あ
る
わ
け
が
な
い
。
倉

田
自
身
を
含
め
演
者
は
５
名
。
俳
優
の
桑
折
現
、
吉

田
凪
詐
、
ダ
ン
サ
ー
の
白
神
も
も
こ
、
現
代
美
術
家

の
前
田
耕
平
。
テ
ー
マ（
？
）は
「
結
婚
式
」
で
あ
る
。

　
倉
田
翠
の
舞
台
の
作
り
方
は
、
出
演
者
（
薬
物
依

存
者
か
ら
オ
フ
ィ
ス
ワ
ー
カ
ー
ま
で
多
種
多
様
で
あ

る
）
か
ら
じ
っ
く
り
と
話
を
聞
き
、
各
々
の
記
憶
と

経
験
を
も
と
に
セ
リ
フ
を
紡
ぎ
出
し
、
そ
れ
ら
を
緻

密
か
つ
劇
的
に
編
集
し
て
、
ひ
と
つ
な
が
り
の
時
間

と
、
あ
る
特
定
の
空
間
に
落
と
し
込
む
。
倉
田
は
ダ

ン
サ
ー
で
あ
り
振
付
家
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
ダ
ン
ス
の

要
素
も
あ
る
が
近
年
の
作
品
は
演
劇
的
と
呼
ば
れ
る

こ
と
も
多
く
、
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
不
能
の
領
域
に
入
っ

て
い
る
。
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
的
な
ス
タ
イ
ル
と
も

言
え
る
が
、
実
際
に
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
（
記
憶
違
い

や
嘘
な
ど
も
含
む
）
の
手
触
り
も
強
く
、
虚
実
を
超

え
て
人
間
存
在
の
ギ
リ
ギ
リ
の
真
実
を
掴
み
出
す
よ

う
な
、
極
め
て
ユ
ニ
ー
ク
な
作
風
を
確
立
し
て
い
る
。

倉
田
が
観
客
の
眼
前
に
出
現
さ
せ
る
「
何
か
」
は
い

つ
も
、
途
轍
も
な
く
強
靭
で
、
切
実
で
儚
く
、
恐
ろ

し
く
も
優
し
い
。『
希
望
の
家
』
も
そ
う
だ
っ
た
。

　
結
婚
式
の
式
次
第
を
な
ぞ
っ
て
舞
台
は
進
行
し
て

い
っ
た
。
だ
が
、
新
郎
は
ロ
ー
ラ
ー
ス
ケ
ー
ト
で
走

り
回
り
、
新
婦
は
踊
り
、
司
会
は
招
待
客
（
観
客
）

を
煽
り
な
が
ら
喋
り
ま
く
り
、
青
年
は
ぶ
つ
ぶ
つ
と

詩
の
よ
う
な
言
葉
を
呟
き
、
友
人
代
表
は
下
手
く
そ

な
ピ
ア
ノ
を
弾
く
。
そ
の
全
て
が
ハ
イ
テ
ン
シ
ョ
ン

＆
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
で
、
ひ
た
す
ら
圧
倒
さ
れ
る
。

akakilike

で
は
い
つ
も
の
こ
と
だ
が
、だ
か
ら
と
い
っ

て
慣
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
に
か
く
強
烈
な
の
だ
。

で
は
「
希
望
」
は
？
　
そ
れ
が
反
語
な
ら
、
つ
ま
り

本
当
は
「
絶
望
」
が
描
か
れ
て
い
た
の
な
ら
、
そ
れ

は
そ
れ
で
簡
単
に
過
ぎ
る
。
倉
田
翠
は
そ
ん
な
ズ
ル

は
し
な
い
。
彼
女
は
、
彼
女
た
ち
は
、
ち
ゃ
ん
と
希

望
を
描
い
て
い
た
。
だ
が
、
そ
の
希
望
の
な
ん
と
異

様
な
こ
と
か
！
　
い
や
、
あ
れ
こ
そ
が
ほ
ん
と
う
の

希
望
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　『
希
望
の
家
』
は
７
月
に
東
京
公
演
も
行
わ
れ
た
。

そ
ち
ら
も
観
た
が
、
同
じ
作
品
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
松
本
と
は
か
な
り
感
触
が
異
な
っ
て
い
た
。
場

所
が
、
土
地
が
変
わ
り
、
そ
こ
に
住
む
人
た
ち
、
そ

こ
に
居
る
人
た
ち
が
変
わ
れ
ば
、
希
望
の
姿
も
変
わ

る
。
当
然
の
こ
と
だ
。

佐
々
木
敦
（
批
評
家
）
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己の振る舞いが娘を傷つけていることさ
え気づかない様子はもはや暴力で、それ
をカラッと体現する長野里美の演技が光
る。逆に、己の環境に自己を主張するこ
となく耐え、あらゆるものをため込むひ
なのの健気さと、爆発する瞬間のギャッ
プを小林きな子が好演。松本拠点のシア
ターランポンに所属する下地尚子、荒井
正樹、草光純太らの絶妙のアンサンブル
と、浪人生役・星野勇太の所在なさげな
佇まいが好対照を見せる。
　小さな町の小さな精肉店、その家族の
物語。そんなささやかな劇世界に血肉を
通わせたのは、戯曲を深く読み込み、俳
優というものを熟知したうえで寄り添う
福士誠治の演出だろう。嘘のない誠実な
創作過程の余韻が舞台上には確かにあり、
そんな座組から、再び生まれ来る作品と
の再会を念じて劇場を後にした。

　年齢と共に家族関係は変わっていく。
変化のタイミングは個々に異なるが、親
子間では子が成長し、自我に目覚めて親
の庇護や束縛、支配から脱することが変
化の端緒になるのだろう。
　娘・ひなのと母・清子。この母子の
「変化」はかなり遅めだ。タイトル通り、
ひなの40歳にして初めてらしい精神的独
立宣言が、今作『女40歳 肉屋のムスメ』
のクライマックスなのだから。
　2014年に劇団ONEOR８の劇作家・演
出家の田村孝裕が俳優・星野園美の依頼
により執筆した今作。出発点は極私的な
がら、そこに描かれる人づきあいの息苦
しさや潜在的な差別意識、捻じれた親子
関係などは10年経った今、さらに生々し
く観る者に迫る。
　持論を正論（正義）として振りかざす
清子の言動は、さながらネット民のよう。

『女40歳 
　   肉屋のムスメ』

まつもと市民芸術館プロデュース

大堀久美子（編集者）

10

Cast

ひなの：小林きな子
福留：星野勇太
歩：下地尚子
誠二／父：荒井正樹
池添：草光純太
清子：長野里美

2024年5月16日（木）～19日（日） 
まつもと市民芸術館小ホール

【STAFF】 
脚本：田村孝裕 
演出：福士誠治 
音楽：濱田貴司 
美術・衣裳：池宮城直美 
照明：赤田智宏 
音響：中島正人 
演出助手：葛西祥太 
舞台監督：三月一 

 Photo : Takeshi Yamada

な
い

実
な
芝
居
作
り
の

が
漂
う
佳
作

嘘
の　誠

余
韻

11



ま
つ
も
と
市
民
芸
術
館
芸
術
監
督
団
団
長
・
木
ノ
下
裕
一

の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
第
２
弾
は
、
自
身
が
主
宰
す
る
木
ノ
下

歌
舞
伎
の
こ
と
、
10
月
に
公
演
を
控
え
る
『
三
人
吉
三
廓

初
買
（
さ
ん
に
ん
き
ち
さ
く
る
わ
の
は
つ
が
い
）』
の
こ
と

を
伺
い
ま
し
た
。『
三
人
吉
三
』
は
木
ノ
下
歌
舞
伎
の
代
表

作
。
し
か
も
、
上
演
時
間
５
時
間
を
超
え
る
大
作
で
す
。

そ
の
魅
力
と
は
？

│
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
お
話
さ
れ
て
る
と
思
い
ま
す
が
、

改
め
て
、
松
本
の
み
な
さ
ん
に
、
木
ノ
下
歌
舞
伎
の
こ
と
を

教
え
て
く
だ
さ
い
。

　
歌
舞
伎
に
興
味
を
持
っ
た
の
は
、
高
校
２
年
生
の
と
き
。

大
阪
の
扇
町
公
園
で
平
成
中
村
座
の
公
演
を
見
た
ん
で
す
。

く
し
く
も
前
総
監
督
・
串
田
和
美
さ
ん
の
演
出
で
、
歌
舞

伎
の
イ
メ
ー
ジ
を
覆
す
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
も
の
で
衝
撃
的
で

し
た
。
そ
の
後
、
僕
は
映
像
・
舞
台
芸
術
学
科
の
あ
る
大

学
に
進
学
し
、
在
学
中
に
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
を
考
え

る
中
で
、
歌
舞
伎
を
も
っ
と
い
ろ
ん
な
解
釈
で
上
演
し
た
ら

面
白
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、
木
ノ
下
歌
舞
伎
を
立
ち
上

げ
ま
し
た
。
旗
揚
げ
に
あ
た
っ
て
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
公
演
を

行
っ
た
ん
で
す
が
、
大
学
の
先
輩
だ
っ
た
杉
原
邦
生
さ
ん
に

演
出
を
お
願
い
し
た
縁
で
、
そ
こ
か
ら
2
0
1
7
年
ま
で
一

緒
に
劇
団
メ
ン
バ
ー
と
し
て
活
動
を
し
て
き
ま
し
た
。

│
歌
舞
伎
の
現
代
的
な
解
釈
、
そ
の
面
白
さ
は
ど
の
よ

う
な
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
か
？

　
歌
舞
伎
は
江
戸
当
時
の
時
代
を
映
し
た
も
の
で
す
。
そ

れ
が
、
数
百
年
と
い
う
時
間
を
飛
び
越
え
て
、
現
代
と
つ

な
が
る
と
こ
ろ
が
や
は
り
最
大
の
魅
力
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

昔
は
重
要
だ
っ
た
け
れ
ど
、
今
は
薄
れ
て
し
ま
っ
た
感
覚
な

ん
か
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
に
も
現
代
に
通
じ

る
部
分
が
あ
る
ん
で
す
。
例
え
ば
『
三
人
吉
三
』。
作
者
の

河
竹
黙
阿
弥
は
因
果
応
報
を
テ
ー
マ
に
書
い
て
い
ま
す
が
、

今
は
因
果
応
報
な
ん
て
あ
ま
り
流
行
ら
な
い
。
で
も
人
間

関
係
が
密
に
な
り
す
ぎ
て
苦
し
か
っ
た
り
、
何
気
な
い
行
為

が
他
人
に
思
わ
ぬ
影
響
を
与
え
て
し
ま
う
こ
と
は
現
代
で
も

あ
り
ま
す
よ
ね
。
置
き
換
え
る
こ
と
で
現
代
で
も
し
っ
か
り

刺
さ
る
と
思
い
な
が
ら
制
作
し
て
い
ま
す
。
や
は
り
時
代
を

超
え
て
親
し
ま
れ
て
い
る
作
品
だ
か
ら
こ
そ
、
い
ろ
い
ろ
な

解
釈
が
可
能
に
な
る
。
お
客
様
に
は
、
こ
ん
な
ふ
う
に
新
し

く
解
釈
し
た
ん
だ
と
驚
い
て
ほ
し
い
し
、
時
に
は
「
私
の
解

釈
と
違
う
」
と
思
っ
て
も
ら
っ
て
も
い
い
。
そ
こ
か
ら
対
話

が
生
ま
れ
て
く
る
と
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

│
今
、
例
に
挙
げ
て
い
た
だ
い
た
『
三
人
吉
三
』
は
、
10

月
に
公
演
さ
れ
る
ん
で
す
よ
ね
。

　
木
ノ
下
歌
舞
伎
と
し
て
は
2
0
1
4
年
に
初
演
、

2
0
1
5
年
に
再
演
し
て
い
て
、
今
回
が
3
演
め
に
な
り

ま
す
。
た
だ
初
演
か
ら
10
年
経
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
演

出
は
以
前
と
同
じ
杉
原
さ
ん
で
す
が
、
演
出
を
一
新
、
ほ
ぼ

新
作
で
す
（
笑
）。
同
時
に
、
現
行
の
歌
舞
伎
で
は
カ
ッ
ト

Text:Daichi Matsunaga   Photo:Takeshi Yamada

松
本
の
皆
さ
ん
に
や
っ
と
観
て
も
ら
え
る
！

時
代
を
超
え
て
共
感
で
き
る
現
代
版
歌
舞
伎

木
ノ
下
歌
舞
伎
主
宰

木
ノ
下
裕
一

In
terview
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さ
れ
て
し
ま
う
吉
原
で
の
花
魁
・
一
重
と
文
里
の
場
面
や
地

獄
の
場
も
含
め
完
全
復
活
す
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
は
初
演
以

来
大
切
に
し
て
い
て
、『
三
人
吉
三
廓
初
買
』
と
、
正
式
外

題
に
改
め
た
の
も
、
そ
の
決
意
の
表
れ
で
す
。

│
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
の
ポ
イ
ン
ト
は
あ
り
ま
す
か
？

　
和
尚
吉
三
役
の
田
中
俊
介
さ
ん
は
影
の
あ
る
野
性
味
が

役
に
ぴ
っ
た
り
で
す
。
立
ち
回
り
シ
ー
ン
も
多
い
お
坊
吉
三

は
、
須
賀
健
太
さ
ん
の
キ
レ
の
あ
る
身
体
性
が
十
分
い
か
さ

れ
る
だ
ろ
う
し
、な
に
よ
り
チ
ャ
ー
ミ
ン
グ
な
お
坊
に
な
る
で

し
ょ
う
。
坂
口
涼
太
郎
さ
ん
演
じ
る
お
嬢
吉
三
は
、
女
装

の
盗
賊
で
す
が
、
ク
ー
ル
さ
と
哀
し
さ
を
繊
細
に
表
現
し
て

く
だ
さ
る
と
思
う
。
そ
れ
か
ら
川
平
慈
英
さ
ん
は
、
以
前

に
杉
原
さ
ん
演
出
の
舞
台
で
拝
見
し
て
そ
の
存
在
感
に
圧

倒
さ
れ
ま
し
た
。
川
平
さ
ん
は
土
左
衛
門
伝
吉
と
い
う
凄

み
の
あ
る
お
役
な
の
で
、
き
っ
と
素
晴
ら
し
い
演
技
で
魅
せ

て
く
だ
さ
る
と
思
い
ま
す
。

│
松
本
で
は
芸
術
監
督
と
し
て
の
自
身
の
初
公
演
に
な

り
ま
す
ね
。

　
は
い
。
特
に
『
三
人
吉
三
』
は
、
実
は
2
0
2
0
年
に

コ
ロ
ナ
禍
で
松
本
公
演
が
中
止
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。

そ
の
リ
ベ
ン
ジ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
今
年
度
か
ら
は
芸

術
監
督
団
団
長
に
就
任
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
2
つ
の
意
味

で
「
や
っ
と
観
て
も
ら
え
る
!!
」
と
い
う
思
い
が
強
い
で
す

ね
。
改
め
て
ま
つ
も
と
市
民
芸
術
館
が
ハ
イ
ス
ペ
ッ
ク
な
劇

場
で
あ
る
こ
と
と
、
あ
た
た
か
い
ス
タ
ッ
フ
の
方
々
が
い
る

こ
と
を
感
じ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
松
本
と
い
う
街
に
は
、

「
帰
っ
て
き
た
な
〜
！
」
と
い
う
ホ
ー
ム
感
み
た
い
な
も
の

も
最
近
感
じ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

│
芸
術
監
督
団
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
「
ひ
ら
い
て
い

く
」
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
歌
舞
伎
を
現
代
に
ひ
ら
い
て

い
く
と
い
う
木
ノ
下
歌
舞
伎
の
姿
勢
に
通
じ
る
よ
う
に
も
感

じ
ま
す
。

　
そ
う
で
す
ね
、
木
ノ
下
歌
舞
伎
を
、
ひ
い
て
は
歌
舞
伎
を

「
ど
う
す
れ
ば
も
っ
と
多
く
の
お
客
様
に
届
け
ら
れ
る
だ
ろ

う
か
」
と
い
う
の
は
、
一
貫
し
て
私
の
長
年
の
課
題
で
す
。

信
州
・
ま
つ
も
と
大
歌
舞
伎
の
関
連
事
業
を
さ
せ
て
も
ら

っ
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
地
域
に
対
し
て
も
そ
う
で
す
し
、

舞
台
と
い
う
も
の
を
障
が
い
の
あ
る
方
に
も
見
て
い
た
だ
く

に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
、
ど
う
ひ
ら
い
て
い
く
か
な
ど
も

そ
う
で
す
ね
。
今
回
は
『
三
人
吉
三
廓
初
買
』
の
関
連
イ

ベ
ン
ト
と
し
て
物
語
に
つ
い
て
の
レ
ク
チ
ャ
ー
、
歌
舞
伎
の

台
本
の
つ
く
り
方
を
体
験
す
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
行
う
な

ど
、
事
前
に
作
品
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
く
よ
う
な
準
備

を
し
ま
す
。
今
後
も
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
を
し
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。

Text:Daichi Matsunaga   

東京芸術劇場Presents木ノ下歌舞伎『三人吉三廓初買』
2024年10月5日（土）、6日（日）まつもと市民芸術館主ホール
作：河竹黙阿弥　監修・補綴：木ノ下裕一　演出：杉原邦生［KUNIO］
出演：田中俊介　須賀健太　坂口涼太郎　／　藤野涼子　小日向星一　
深沢萌華　武谷公雄　高山のえみ　山口航太　武居卓　田中佑弥　
緑川史絵　／　川平慈英　／　緒川たまき　眞島秀和
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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

『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・何号を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.4

2024年８月30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。

『Catwalk／ねこあるき』は、まつもと市民芸術館の
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。

チケット発売中

10月5日（土）13：00／6日（日）13：00
主ホール

『三人吉三廓初買』
東京芸術劇場Presents 木ノ下歌舞伎

作：河竹黙阿弥
監修・補綴：木ノ下裕一
演出：杉原邦生［KUNIO］
出演：
田中俊介　須賀健太　坂口涼太郎　／　
藤野涼子　小日向星一　深沢萌華
武谷公雄　高山のえみ　山口航太　武居卓　
田中佑弥　緑川史絵　
川平慈英　／　緒川たまき　眞島秀和

料金：全席指定（税込）
一般 ¥5,400／U25 ¥2,000

※『UP AND DOWN』は除く

■今回紹介の公演は、未就学児入場不可。
また、U25チケットは枚数限定、前売のみ。
当日は年齢確認証をご提示ください。
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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

・

・
・
・

9月14日発売

声と音でめぐる古典文学の世界
ひらく古典のトビラ  其の３

11月2日（土）16:00
実験劇場

■セット券の注意事項
「ひらく古典のトビラ 其の３」一般券１枚と、
「ひらく古典のトビラ 其の４」一般券１枚のセット券です。
２公演で一般7,000円のところ6,000円でご覧いただけます。
前売券およびまつもと市民芸術館チケットセンターのみ取り扱い。
予定枚数に達した時点で販売終了となります。

企画・構成・進行：木ノ下裕一
出演：加賀美幸子　成河
琵演演奏：塩高和之

料金：全席指定（税込）
一般 ¥3,500／U25 ¥1,500
セット券 ¥6,000

9月28日発売

11月9日（土）15：00
小ホール

『石丸幹二コンサート 
withクリヤ・マコト』
ちょっと懐かしい歌たち

出演：石丸幹二　クリヤ・マコト

料金：全席指定（税込）
一般 ¥5,800／U25 ¥2,000

・

・
・
・

木ノ下亭～ことばとおと～
ひらく古典のトビラ  其の４

12月1日（日）15:00
小ホール

［落語］桂米團治
［浪曲］玉川奈々福（浪曲師）、広沢美舟（曲師）
［活弁］山崎バニラ（活弁士）
席亭：木ノ下裕一

料金：全席指定（税込）
一般 ¥3,500／U25 ¥1,500
セット券 ¥6,000

9月14日発売

・

・
・
・

■セット券の注意事項
「ひらく古典のトビラ 其の３」一般券１枚と、
「ひらく古典のトビラ 其の４」一般券１枚のセット券です。
２公演で一般7,000円のところ6,000円でご覧いただけます。
前売券およびまつもと市民芸術館チケットセンターのみ取り扱い。
予定枚数に達した時点で販売終了となります。

撮影：橘蓮二

10月19日発売

『UP AND DOWN』

チャオ！バンビーニ2024秋
ひびのこづえ ダンスパフォーマンス

11月23日（土）14：00／24日（日）14：00
実験劇場
出演：大宮大奨、川合ロン、高村月
音楽：原摩利彦
衣裳：ひびのこづえ

料金：整理番号付自由席（税込）
一般 ¥2,500／U25 ¥500
※3歳以下は保護者1名につき1名まで膝上鑑賞無料。
※U25チケットは当日年齢確認証提示。

※前売券および
まつもと市民芸術館
チケットセンターのみ取り扱い。
※おやこ券は一般：１名と
U25：１名のペア券です。
※予定枚数に達した時点で
販売終了となります。

おやこ券￥2,500
（正価￥3,000のところ）
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田所朱莉さん

ARTS CENTRE
shinshu university

PERFO
RM

ING
えられていくのか」を知りたくなりました。現在は、パーク
スのドラマツルギー（劇作法）研究を主なテーマとして研究
を進めています。

―大学ではどんな授業をされるのですか？
　今年度の前期はオーガスト・ウィルソンというアフリカ系
アメリカ人の男性劇作家の作品を扱っています。ウィルソン
は20世紀のアフリカ系アメリカ人の歴史を10年ごとに区切り、
全10作で描く「サイクル劇」を手がけています。すべてを半期で読み終えるのは
難しいですから、作品を厳選して授業で扱っています。後期はパークスの歴史劇
を扱う予定です。ゼミでは台本を読んで、台本のテキスト分析を行うという小説
の研究と似たような手法を採っています。ただ、劇を実際に演じ、演出すること
で初めて見えてくる側面もあるので、実際にパフォーマンスをする授業も後期か
ら開講予定です。大阪大学では、実際に劇の一部分を演じたうえで、役になりき
って質問に答える授業を開講していました。演劇をテキストとして読み解いてい
くのも楽しいですが、自分を劇の世界に没入させることで得られる気づきもある
のです。例えば、ト書きや小道具に着目して、そのような演出を通して得られる
視聴覚的な効果を考えていくことも、演劇を研究する上で重要な要素です。特に、
何度も上演されていくなかで、演出家の視点や解釈によって変わるのも演劇の面
白さですから。言い方を変えれば、可変性というのかな、どんどん息を吹き込ま
れて、時代の流れに沿いながら生き抜いていくような、生き物のように変わって
いくところも演劇の魅力の一つだと思いますね。

―松本にいらっしゃるまでにはどんな経緯があったのでしょう？
　2018年に大阪大学を卒業、同大学の旧言語文化研究科（現人文学研究科）の博
士前期課程・博士後期課程に進学し、2023年３月に言語文化学の博士号を取得し
ました。その後、大阪大学で１年間特任助教（常勤）として勤務しておりました。
その間に、信州大学で英語文学を専門とする公募を見つけました。実は、私は松
本で生まれ、３歳まで住んでいました。今も91歳になる祖母が一人暮らしをして
います。何か不思議な縁を感じて、迷わず応募し、ご縁をいただきました。

―芸術館にはどんな印象がありますか？
　まだ松本に来たばかりで、芸術館でどんな催しがあるのかも存じ上げない状況
ですが、松本は芸術の街ですから、さまざまな場所を訪れ、鑑賞することをとて
も楽しみにしています。できればパークスでないにせよ、松本市でもアメリカ演
劇と関わる機会を得られればうれしいです。そして、何か私にも役立つことや、
芸術館と一緒に交流できることがあれば、これほどうれしいことはありません。
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文化芸術が街を輝かせる 第四回
信州大学人文学部 英米言語文化 助教

田所朱莉さん信
州
大
学

芸
術
館

「文化芸術が街を輝かせる」第４弾は信州大学人文学部英米言語文化コースの田
所朱莉さんにご登場いただきました。田所先生は、大阪大学外国語学部英語専攻
出身で、博士号を取得してからこの春まで同大学で１年間働き、信州大学へは赴
任したばかり。演劇を研究される先生がいらっしゃるのは初めてとあってお話を
伺いに行きました。すると松本市と意外なご縁がありました。

―まず先生の専門について教えていただけますでしょうか。
　大きな枠組みで申し上げればアメリカ文学です。文学というジャンルは、詩・
小説・散文・演劇などに分けることができますが、私は現代アメリカ演劇を専門
にしています。現在は、スーザン＝ロリ・パークス（1963～）というアフリカ系
アメリカ人の女性劇作家を研究対象にしています。アメリカ演劇の研究者の中で
も、パークスを専門とする日本人研究者は珍しいかもしれません。

―スーザン＝ロリ・パークスはどんな作家ですか。
　彼女の劇作理念は「歴史の書き換え」です。パークスによると、アフリカ系ア
メリカ人の歴史は、「記録されず、切断され、洗い流された」ものです。つまり、
アフリカ系アメリカ人の歴史は、教科書のような書物には記述されずに忘れ去ら
れてしまい、権威化された「文学史」と「歴史」は白人中心的なものであるとい
うことです。このような理念は、ほかのアフリカ系アメリカ人の作家にも通じる
ものですが、パークスの特異性は、アフリカ系アメリカ人の経験も含めた「新た
な」歴史を実際に舞台上で創造しようとする点にあります。事実、パークスは
「ポゼッション」というエッセイのなかで、歴史が記録・記憶された出来事であ
るがために、「劇場は歴史を創り上げる完璧な場所」、「歴史的出来事の孵化器」
であると語っています。

―先生はなぜ彼女に興味を持ったのですか？
　もともと映画が好きで、中高時代は１日中映画を観ていても飽きないほどでし
た。大学２年の終わりにゼミを選ぶときに、映画がご専門の先生がおらず、小説
のゼミか演劇のゼミで迷ったのですが、当時の指導教官の研究内容に魅せられ、
演劇を選びました。また、人が「観る」ことを前提にしたメディアであるという
点で、演劇も映画に通ずるところがあると考えました。学び始めると、演じる側
と観客が同じ空間に同時共存するという演劇の特性に関心を持ち始めました。そ
のような学びを進めるなかで、学部４年生のときにパークスの作品に出会いまし
た。パークスが歴史の書き換えを行っているならば、何らかの形で観客の意識に

も影響が及ぶはずですし、パークスがどのように
「歴史の書き換え」を目論む作品を創作している
のか、そして具体的にどのように「歴史が書き換

田所先生が研究しているパークスの戯曲たち。The America Play（左奥）
は、肌の色以外リンカーン大統領に瓜二つの黒人の男が、リンカーン大統
領暗殺事件を繰り返し再現する物語。Topdog/Underdog （The America 
Playの右隣）にもリンカーン大統領の扮装をする黒人というモチーフが登
場する。Venus （左手前）は南部アフリカからイギリスに連れて行かれ、
巨大な臀部ゆえに見世物にされたコイコイ族の女性をモデルにした戯曲。
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有名になりたいわけでもないし、引き受けた以上は劇
場や街を盛り上げていきたいし、一生懸命やるけれど、
この立場の私と、私がやっていることは全然違う速度
で周知されていくのかもしれません。ダンスを広げる
のもミッションですが、そう簡単ではありません。で
もメジャーにならないラインのことをやってることに
関して、すごく価値を感じています。
前田　そうですね。たまたま来て、その空間で目撃し
たものとしての価値があると思います。

前田　自分に対して仕事にしろよ的な思いはあります
ね。倉田さんが有名性も無名性も取れるのはすごいこ
とですよ。そのためにはスキル、技術が必要で、僕は
有名性を取りたくないわけじゃなく、取れてないだけ。
そこを取れよ、つまり仕事にしろよという思いはあり
ます。ここ数年そこを頑張らなきゃとやっています。
倉田　私がダンスの作家向け講座をするときに言うの
は、距離感さえわかっておけばいいということ。やり
たいことと、生きるためにやらざるを得ないことの距
離感ね。表現で食べているわけではないけれど、これ
がないと生きていかれない人たちがいる。必死にアル
バイトをしながらも表現で生きていこうとする人もい
る。実家が金持ちだからできる、別にこのあり方もい
い。その距離感だけ見据えておけば、自分が何をしな
ければいけないかがわかるから、仕事にするためには
どっちに振ればいいか明確になります。前田さんはそ
れをずっと続けていらっしゃるじゃないですか、その
ことにまず価値があると思うんです。
前田　６年前に松本に来たときも、音楽と仕事を２足
のわらじでやっている方がいて、でもどっちも楽しそ
うにされている。現場系の仕事だから自分で何でもつ
くれる。そういう人たちの界隈に出会ったからこそ、
僕も自分で便利屋を始めて、仕事をしながらいろいろ
な現場で道具の使い方を覚えて、芝居もしてきた。で
も最近はそれができなくなってきた。脚本を書きたい
のもあるけど、脳内がパッパラパーなんですよ。同時
に走っているラインが多いのかな？
倉田　私は３本までと決めているんです。同時に走ら
せるラインが多いと一個一個がぼやけてきません？　
どれから手をつけていいのか？って。
前田　なるなるなる（苦笑）。
倉田　私の場合はクリエーション脳を走らせるのは二
個まではいける。もう一個入ってくると、優先順位が
わからなくなるし、一個一個に出せるポテンシャルが
下がる。私は生活を捨てていますから、このラインが
カットされているのは強いですよ。
前田　ははは！　それは真似できません（笑）。ま、
テント芝居は生活も表現です！

─前田さんは野らぼうの活動を
どういう思いでやっているのですか? 
生き様? 趣味？ライフワーク?
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葉が欲しいから外にも出始めたんです。
倉田　松本の中で独自に関係性をつくられたんですね。
前田　縁ができてきた感じでしょうか。それこそテン
ト界隈のつながりもできました。　
倉田　テント界隈？
前田　テント界隈は独特のつながりがあります。絶滅
危惧種ですけど（笑）。
倉田　唐十郎さんもお亡くなりになりましたしね。
前田　唐さん世代が70、80代だとすると、どくんごが
50、60代。だから僕らは本当に担い手というか、
倉田　継承者じゃないですか！　テント芝居は60、70
年代の時代の象徴でした。若者がそこに集まった。あ
のカッコ良さを引き継ぐ人も減ってきてますよね。
前田　そうですね。僕はテント芝居を見て、やり始め
て、一旦やめて、また自分で新たに目指し始めたんで
すけど、今がとても面白いですね。
倉田　野外でやること、テントの魅力は何ですか？
前田　野外とテントは別物として捉えているんですけ
ど、テントの魅力はもっとも自分たちの理想を組み込
み、立ち上げられることですね。こういう素晴らしい
施設もあると言われても、「いや、こっちがいい、こ
ちらでやりたい」と思うし、美しく見える。
倉田　野外劇は街を借景したり、そこが野外であるこ
とをフィーチャーする。テントは理想的な閉鎖空間を
ある時間だけつくるということですね。
前田　そう。だから野外とはちょっと違います。テン
トは空間をつくるためか、生きることとつながってい
るように思います。
倉田　なるほど、面白いなあ。私も今でこそ芸術監督
だったり、大きな仕事もいただいているけれど、
akakilikeという団体としては毎年自主公演をするよう
に決めていて、手づくりのバランスをとっている。大
きくなっていくことがすべてではなく、初期の衝動を
消さないようにすることが重要ですよね。
前田　有名性の一方で、無名性も大事ですよね。
倉田　松本が楽しいのは、私のことなど誰も知らない
ところ。それ最高です。
前田　なるほど。
倉田　芸術監督として１年ぐらい通っているので、よ
く行くお店や知人も増えてきたけれども、akakilikeの
倉田翠を知っているということとはまったく文脈が違
います。これはめちゃくちゃ面白い。喫煙所で出会う
お姉ちゃんみたいな（笑）。ここからまた芸術監督と
して仕事していくわけやから、また別の負荷がかかっ
てくるわけですけど、めちゃくちゃ気持ちが楽です。
前田　でも芸術監督という前に出る立場だから、出過
ぎて一気に倉田さんの存在が広まってしまうのはもっ
たいないですね。
倉田　いやいや。テレビで宣伝をしても、『希望の
家』はお客さんは一回150人として、公演は２日間だ
から300人くらい。メディアに出ていくことと、ダン
スが急に広がるのとはまったく別だと感じます。別に

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後、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
い、そこに生じる事象を舞台構造を使ってフィクションとして立ち上が
らせることで「ダンス」の可能性を探求している。出演者もプロのダン
サーや俳優だけでなく、一般市民、薬物依存回復施設の入所者、オフィ
スワーカーなどさまざま。2016年にはakakilikeを旗揚げ。アクターとス
タッフが対等な立ち位置で作品に関わることを目指して活動している。

倉田 翠  Midori Kurata

劇団野らぼう主宰・作演出・役者。表現の可能性を求めて松本市にたど
り着く。自前のテント劇場での公演実現を目指し、現在は野外劇スタイ
ルでの表現を探求。 場所や条件に合わせた作品づくりを基本としてお
り、作品のコンセプトから創作することを特徴としている。これまでに
創作した作品に、居酒屋を巡る“流し芝居”、毎朝駅前で行う“駅前朝芝
居”、説明が難しい“音声同期型サイレント朝芝居”、身長３m40cmの巨
大人形を使った“移動型無言劇”、太陽光発電によって電力を賄う“ゼロ
カーボン演劇”など。第13回せんがわ劇場演劇コンクール2023グランプ
リ・劇作家賞受賞・演出家賞受賞により、2024年に同劇場で公演を行う。

前田斜め  Naname Maeda
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前田　それは話す必要がありますよね、きっと。
一同　笑い
倉田　前田さん、社会性あるじゃないですか（笑）。
前田　活動するにあたって、条件があって。一番シン
プルなことは公園が借りられるかどうか。なおかつ稽
古場を安く持てること。もともと旅が大好きなんです
けど、旅をしていても現地にいる人に憧れるから、幸
せにはなれないんですよね。ならば現地の人にならな

倉田　私は若いころ、京都の小さな空間で創作してい
たこともあって、松本でもそういう方々とアクセスし
たかったんです。私自身まだ松本の情報も少ないころ
から「野らぼう」さんのお名前をよく聞いていて。前
田さんも移住されてこられたんですよね？ 
前田　僕は鹿児島出身で、大学は札幌でした。その後
は旅劇団「どくんご」に所属してずっと旅していて。
旅が一段落し、札幌に戻り、松本に引っ越しました。
倉田　何か決め手があって来られたんですか？
前田　創作の可能性を求めて場所を探していて、いろ
いろな候補がある中で、街のサイズ感が決め手でした。
倉田　松本の街はどうですか？　
前田　僕、マジで街に出ないんです。ずっとここにこ
もって何かしている。実は芝居はやっていても、もと
もとはたくさんの人に見てもらうことに興味がなくて、
お客さんがいてもいなくてもやっていたから。でも最
近は芝居でも映画でも、その場に集った人たちとしゃ
べらないのは超もったいないと思うようになりました。
公演後に会場で打ち上げをするんですけど、それがす
ごく尊い時間に感じられています。
倉田　何かがひらけてきたのかな？　でもこもってい
る時期も大事ですよね。私も2018年まで京都からまっ
たく出なかった。コンペティションに作品を出して、
賞を獲って上っていくという流れにあえて乗らなかっ
た。「なんで東京に出なあかんねん」って。でも京都
では仕事にならず、自分から東京に出たタイミングが
ありました。けれど今のスタイルを築けたのは、この
京都時代だと思いますね。

ければと思って旅をやめました。最初は定住すること
がすごくストレスでしたけど、地に足をつけて根を生
やしたいと思っていたので、最初の数年は松本のみの
活動でした。そして県外にも出るようになって、少し
ずつ旅が戻ってきたんです。その過程で、結婚して、
子どもも生まれて、今に至っているという感じです。
倉田　お話を聞いていると、松本に定住したことは大
きなことだったんですね。家族ができ、生活の比重が
高まるとプラプラしていられないじゃないですか。そ
のときに自分の欲求をどうしても押さえなきゃいけな
い。そのバランスをとるために、このアトリエでずっ
と活動されているのかなと思いました。
前田　そうした活動の中でサイクルができてきたかも
しれません。先日も東京で公演したんですけど、あが
たの森でやっていること、来てくださるお客さんが大
事だと改めて感じました。芝居が好きとかじゃなくて、
近いから来る人もいる。会場と近いからとつながれる
ことはすごく大事だなと。ただ芝居をよく観ている人

─倉田さんは以前から
前田さんに会ってみたかったそうですね。

─前田さんは松本だからこそできた
ことがあると感じたことはありますか?

いよいよ４月から活動をスタートした芸術監督団。芸術監督３名が
街に飛び出して市民の皆さんと語り合う企画の第４弾は、ダンス部
門を担当する倉田翠と、あがたの森公園を拠点に野外劇、テント公
演を行っている劇団「野らぼう」主宰の前田斜めさんの顔合わせ。
野らぼうは、「せんがわ劇場演劇コンクール2023」で３部門を受賞し
たことから取材も増え、演劇界でも話題を集めています。この日は
稽古場兼アトリエであるm

マーズモー
arsmoo STUDIOに伺いました。手づく

りの空間のあちらこちらには前田さんの思いが詰まっています。
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芸術監督団の皆様の第一の印象は“若々しい”というも
のでした。明るく、はつらつとした受け答え、よく通
る声質からそのような印象を受けました。また、瞬発
力の良さを感じました。社交辞令的な話の雰囲気から、
ご自身の感性にハマった瞬間、言葉に熱がこもり力強
い発信力により、その場の雰囲気が一変しました。今
回、フレッシュな３人の芸術監督をお迎えしたのです
から、より市民に親しまれる市民芸術館になって欲し
い。そのためにも芸術監督の皆様には今回、市内の施
設を視察されたように多くの松本市民との出会いを積
み重ねていただきたい。きっと、松本市民は芸術監督
団のファンになると思います。（館長 中村尚文さん）

松本市の南東部に位置する、バスがシンボルの中山文
庫。かつては私財を投げ打って多くの科学教育を実践
した折井英治さんが開設した私設の図書館でした。

松本市 図書館 中山文庫

松本市の奈川高原にある日帰り温泉やキャンプが楽し
める施設。

ウッディ・もっく

大正８年に開校した旧制松本高等学校（講堂は大正11

年建築）を活用した文化施設。西洋建築様式を簡略化
して応用した木造洋風建築で、日本の学校建築史上で
も貴重な建造物です。

あがたの森文化会館講堂
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先日は当施設にお越しいただきましてありがとうござ
いました。芸術監督団のお三方の印象は三者三様の温
かさを持ち合わせた方々で、いつまでもご一緒して話
せるようなそんな気さくな方々でした。そんな各分野
のスペシャリストであるお三方には、より多くの市民
が劇場に足を運んだり、地域住民が文化芸術に触れる
機会が増えるコンテンツ制作に力を入れてもらいたい
と思いますし、私らの施設もその為にお力添え出来る
ことがあれば是非とも手を取り合って活動していきた
いと考えます。（大宮大奨さん）

ダンサーの大宮大奨さんが移住し、築200年の古民家
を自ら改修した、感性と人間力を育むアート施設です。
スタジオでは、ヨガ、ダンス、各種エクササイズ、ス
トレッチの教室も。

Creative Art Village Aida ムム

安曇稲核地区にあり、年間を通して自然物と触
れ合うことができる自然保育で有名です。

安曇保育園

北アルプス・乗鞍岳を望む標高1500メートルに位置
し、 体験型のアクティビティーとキャンプサイトを併
設している施設。

乗鞍BASE いがやレクリエーションランド

講演会や音楽会などに使える多目的ホール、陶芸や染
物などができるカルチャー室、そば打ちなどが体験で
きる調理室などを備えた乗鞍地域の交流施設です。

乗鞍ふれあいパーク
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今年度から芸術監督がお三方になられた、それも違っ
た分野の方々がそろったから、催しもさらにさまざま
なジャンルのものが増えていくんでしょうかね、楽し
みにしております。ヴィオ・パークも、松本のアーテ
ィストの皆さんが使ってくださるわけですが、土間の
ようなフロアで場所が場所だけにいろいろな使い方を
してくださいます。建物を生かした、工夫した演出を
してくださるからこそ、いつも面白い舞台ができてい
るなぁと思いながら見ています。以前は前衛アートの
方たちが来てくださっていましたけどね、自然にある
素材で作った空間ですから、あまり現代的な催しには
向いていないかもしれません。でも観客とすぐそばで
触れ合えるとところがヴィオ・パーク劇場の魅力でし
ょうね。芸術館はしばらく改修されるんですよね？催
しで繋がるのも面白い。うちで何かできるかな？　規
模が小さすぎて、こっそりやらないといけないんじゃ
ない（笑）。（オーナー 竹川寛子さん）

音楽、演劇、ダンス、アート、クラフト、パフォーマ
ンスなど、すべての表現者と観察者のための表現空間
です。カフェも併設。

ヴィオ・パーク劇場

去る５月９日、まつもと市民芸術館芸術監督団の皆様
が、私たちの奈川地区を訪問され、主に奈川文化セン
ター夢の森の施設を見学されました。
お三方とも大変気さくで、館内を回りながらいろいろ
お話をしましたが、コンベンションホールのステージ
上で、手を打って反響を確認されたときは「さすがプ
ロ！」と感じました。本施設は開館から約30年が経過
し、舞台装置や音響設備はかなり古いタイプですが、
本施設の活用の可能性をいろいろお話してくださいま
したので、まつもと市民芸術館からは遠く離れた場所
にあっても、地区内外の皆さんが大勢訪れ、一流の芸
術文化に触れる機会をいただけたなら本当に嬉しく思
います。（センター長　奥原喜照さん）

岐阜県の飛騨高山地方と接する奈川地区、標高1000メ
ートル以上に建つ文化活動のための施設です。この地
区に伝わる１頭の大獅子をなぎなたで仕留めるまでを
つづった奈川獅子舞は市重要無形民俗文化財です。

松本市 住民自治局
奈川地区地域づくりセンター（奈川文化センター夢の森） 

西に北アルプス連峰や安曇野が一望でき、東に
は美ヶ原と松本市街を望むことができます。

アルプス公園

奈川獅子舞（提供：奈川地区地域づくりセンター）
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芸術監督団の皆様は、私たち楽団ケ・セラの定期演奏
会に向けた練習を見学してくださいました。監督団の
皆様が楽しみながら聴いてくださったことで、ケ・セ
ラメンバーは大喜び！涙を流して感激するメンバーも
いました。演奏の後にも、一人ひとりと写真を撮って
くださったり、お話を聞いてくださったりと、私たち
にとって大きな励みとなり、定期演奏会に向けての意
欲がさらに高まりました。素敵な機会をいただき、心
から感謝しております。（横山康浩さん）

「音楽で飯を食う」をコンセプトに2002年に立ち上げ
られた、就労継続支援B型事業所。次回の定期演奏会
は、いよいよ、まつもと市民芸術館主ホールです。

NPO法人ケ・セラ／ケ・セラ塾

芸術監督の皆さんとお話しできてとてもよかったです
よ。どなたか私の制作した楽器を弾いていただくとか、
できたらいいなあと思いましたね。
芸術館って、文化芸術に興味がある人には素晴らしい
施設なんだけど、あまり興味がない人からたまに聞か
れるんですよ、「何をやるところなの？」って。そっ
かまだまだ知らない人も多いのかぁと驚くばかりか
「俺たちはそんなとこには行かないよ」なんて言われ
るものだから「それじゃあもったいないよ」と言い返
すんです。もっともっと催しを中心にピーアールを頑
張っていただくといいと思うんですよ。特に高齢者に
もわかるようにね。芸術館の魅力や催しをどんどん伝
えてほしい。こういうタイトルで、こういう中身でと
伝えてほしい。私は特に催しなどなくてもたまに様子
を見に行くんですよ。正面の大階段が好きですね。誰
にでも気軽に行かれる場所になってほしいと思います。
(井筒信一さん)

ヴァイオリン職人・井筒信一さんによる制作工房です。
北海道の楓と赤エゾマツを使用した弦楽器制作だけで
なく、制作教室・音楽教室も行っています。

弦楽器いづつ

芸術監督としてのデビューとなるコンサート『はじめ
まして！』を終えた３人は早々に、次なる展開のため
に動き出した。芸術監督団として“ひらいていく劇場”
というコンセプトを掲げているが、それは、ホールの
中にとどまらず、街に飛び出していくことも含んでい
る。そして、芸術館が改修に入る時期を見越して、中
心市街地ばかりではなく芸術館にアクセスしにくい地
域にも文化芸術を届けようとしているのだ。５月のと
ある３日間、地域の会場やキーマンを訪ねた。
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平日のアルプス公園

入口は三箇所あり、展望を求める多くの人は南側に車を
停める。記憶の中の公園と雰囲気が違って焦ったが、お
かげで私の中のアルプス公園のイメージが大きく変わっ
た。広々していて、沢山の鳥の声と緑の匂い。その時は
５月だったので、ツツジの花が咲いていて一面サーモン
ピンク色の中、弁当を食べる夫婦と私たちだけがいた。

まるで知らない場所に来たような風景が良かったので、
今回改めてアルプス公園を訪れることにした。気圧の変
化で耳が詰まるのを治しながら、無事に南側に到着。見
覚えのある野外ステージを見つけ、大きな岩場のような
遊具を右手に進む。見晴らしの良い広場に出るまでのア
プローチは子供じゃなくてもワクワクする。設計した人
もそう思って作っただろう。若いお父さんと小さな子供
がピクニックをしたりアスレチックに登ったり、遊び尽
くしていた。気温が30度を越えた平日の昼過ぎは人が
少なく、誰も歩いていない道は非現実的で夢の中みたい
だ。舗装されていない森の中を一人で通ると緊張する。

汗だくで車に戻って２本目の水筒を飲み、いつものラジ
オをかけたら、子供の頃に遊びに来た帰り道の雰囲気だ
った。公園の北も東もまだ全ての道を歩き尽くしていな
くて、知らない場所が残されていることが嬉しい。

連休に友達が東京から遊びに来た。一通り街を歩いたあ
と、松本を高いところから見てもらいたいと思い、一緒
にアルプス公園へ行った。実は、これまで私にとってア
ルプス公園はあまり馴染みがない場所だった。誰かに連
れてきてもらうのでなく、自分の意思で来たのはその時
が初めてで、ぼんやりした記憶とナビを頼りに向かうと、
東側の駐車場に辿り着いてしまった。
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