


2025年２月13日（木）～16日（日）
まつもと市民芸術館　小ホール
2025年２月28日（金）～３月２日（日）
近鉄アート館

作・演出：マキノノゾミ
出演：升毅　水夏希　松村武
久保田秀敏　平体まひろ　水野あや
武居卓　喜多アレクサンダー
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殿様
と私

まつもと
市民芸術館
プロデュース
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物
語
の
舞
台
は
、
日
本
が
鎖
国
を
や
め

て
し
ば
ら
く
経
っ
た
明
治
19
年
。
急
激
な

西
洋
化
に
馴
染
め
ず
に
い
る
白
河
義
晃
子

爵（
升
毅
）の
家
令
・
雛
田
源
右
衛
門
（
松

村
武
）
が
外
務
卿
の
書
生
に
侮
辱
さ
れ
る

事
件
が
勃
発
し
、
義
晃
が
時
代
遅
れ
の
討

ち
入
り
を
決
意
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。 

　
す
ぐ
に
で
も
討
ち
入
ろ
う
と
す
る
義
晃

と
雛
田
に
、
息
子
の
義
知
（
久
保
田
秀

敏
）は
、「
鹿
鳴
館
の
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ
ー

で
誰
よ
り
も
見
事
に
踊
っ
て
み
せ
る
こ
と

で
侮
辱
し
て
き
た
者
た
ち
の
鼻
を
あ
か

す
」
と
い
う
提
案
を
す
る
。
戸
惑
う
義
晃

だ
っ
た
が
、
娘
・
雪
絵
（
平
体
ま
ひ
ろ
）

の
賛
成
も
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
人
女
性
・
ア

ン
ナ
（
水
夏
希
）
か
ら
ダ
ン
ス
の
指
導
を

受
け
る
こ
と
に

―
。

　
白
河
義
晃
子
爵
役
の
升
は
、
時
代
に
取

り
残
さ
れ
た
頑
固
な
殿
様
を
滑
稽
だ
が 

チ
ャ
ー
ミ
ン
グ
に
描
き
出
す
。
周
囲
か
ら

敬
わ
れ
る
威
厳
あ
る
姿
、
華
族
と
し
て
の

矜
持
や
子
供
た
ち
・
周
囲
へ
の
愛
情
、
自

立
し
た
ア
ン
ナ
に
た
じ
た
じ
に
な
る
姿
な

ど
、
様
々
な
姿
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
見
せ
、

な
ん
と
も
愛
ら
し
く
憎
め
な
い
人
物
を
作

り
上
げ
て
い
た
。
物
語
を
追
っ
て
い
く
と
、

た
だ
の
「
時
代
に
取
り
残
さ
れ
た
人
」 

で
は
な
い
悲
哀
や
本
音
が
見
え
て
き
て
、
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殿
様
の
こ
と
が
ど
ん
ど
ん
好
き
に
な
っ
て

し
ま
う
。

　
義
晃
に
ダ
ン
ス
を
教
え
る
ア
メ
リ
カ
人

女
性
・
ア
ン
ナ
を
演
じ
る
水
は
、
先
生
ら

し
い
凛
と
し
た
佇
ま
い
と
お
茶
目
な
少
女

の
よ
う
な
一
面
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
愛
ら
し
い
。

理
解
で
き
な
い
文
化
や
価
値
観
に
対
す
る

呆
れ
や
怒
り
、
可
愛
ら
し
い
和
菓
子
に
目

を
輝
か
せ
る
様
子
な
ど
、
素
直
な
言
動
に

惹
き
つ
け
ら
れ
た
。

　
久
保
田
が
演
じ
る
の
は
、
家
や
国
の
こ

と
を
考
え
て
賢
く
冷
静
に
行
動
す
る
息

子
・
義
知
。
父
や
家
令
の
雛
田
に
呆
れ
た

り
、
妹
・
雪
絵
を
か
ら
か
っ
た
り
し
な
が

ら
も
、
随
所
に
優
し
さ
が
感
じ
ら
れ
る
青

年
を
好
演
し
て
い
る
。
平
体
は
控
え
め

だ
っ
た
雪
絵
が
多
く
の
こ
と
を
学
び
、
成

長
し
て
い
く
姿
を
瑞
々
し
く
演
じ
る
。

初
々
し
い
少
女
が
西
洋
の
文
化
や
考
え
を

吸
収
し
、
様
々
な
こ
と
を
経
験
し
て
自
立

し
て
い
く
様
子
に
胸
を
打
た
れ
た
。

ア
ン
ナ
の
通
訳
を
担
当
す
る
三
太
郎
役

の
武
居
は
、
殿
様
と
ア
ン
ナ
の
間
で
板
挟

み
に
な
り
な
が
ら
も
奮
闘
す
る
姿
を
愛
嬌

た
っ
ぷ
り
に
表
現
。
松
村
は
義
晃
以
上
に

西
洋
文
化
を
嫌
う
雛
田
を
な
ん
と
も
人
間

臭
く
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
演
じ
、
雛
田
の

妻
・
カ
ネ
を
演
じ
る
水
野
は
、
冒
頭
の
覇

気
の
な
い
様
子
か
ら
徐
々
に
活
力
を
取
り

戻
し
て
い
く
姿
を
イ
キ
イ
キ
と
見
せ
て
く

れ
た
。
そ
し
て
、
ジ
ョ
ン
・
ラ
ン
グ
役
の

喜
多
は
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
を
担
う
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
の
多
面
性
を
丁
寧
に
演
じ
て
い
る
。

ま
た
、
鎖
国
を
し
て
い
た
日
本
が
開
国

し
、
多
く
の
日
本
人
が
西
洋
の
文
化
に
馴

染
ん
で
い
く
中
、
そ
の
流
れ
を
拒
否
す
る

古
い
人
間
、
柔
軟
に
順
応
し
て
い
く
若
者
、

商
売
を
す
る
中
で
自
然
と
英
語
を
身
に
着

け
た
人
間
な
ど
、
〝
時
代
の
変
化
〞
や
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吉
田
紗
奈
（
ラ
イ
タ
ー
）

〝
新
し
い
こ
と
〞
へ
の
多
種
多
様
な
反
応

が
コ
ミ
カ
ル
に
描
か
れ
て
い
る
。

　
明
治
時
代
の
物
語
だ
が
、
日
常
が
目
ま

ぐ
る
し
く
変
化
し
て
い
く
世
の
中
と
い
う

点
で
は
現
代
に
通
じ
る
部
分
も
多
い
。

「
殿
様
は
な
ん
て
頑
固
な
ん
だ
ろ
う
」
と

笑
い
つ
つ
、
変
化
へ
の
不
安
や
寂
し
さ
に

共
感
し
た
り
、
熱
意
を
も
っ
て
新
た
な
道

を
切
り
拓
く
若
者
た
ち
に
共
感
し
た
り
。

様
々
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
取
り
、
自
分

の
在
り
方
に
つ
い
て
も
改
め
て
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
た
。

　
作
中
で
は
、「
日
本
語
し
か
話
せ
な
い

義
晃
た
ち
」、「
英
語
し
か
話
せ
な
い
ア
ン

ナ
や
ラ
ン
グ
」、「
英
語
・
日
本
語
が
話
せ

る
三
太
郎
や
義
知
、
雪
絵
」、
に
よ
る
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
全
て
日
本
語
で
描

か
れ
る
の
だ
が
、「
今
の
セ
リ
フ
は
日
本

語
／
英
語
」
と
い
う
こ
と
が
ス
ム
ー
ズ
に

理
解
で
き
る
の
も
面
白
い
。
わ
か
ら
な
い

言
語
で
話
し
か
け
ら
れ
た
時
の
戸
惑
い
、

言
い
た
い
こ
と
が
伝
わ
ら
な
い
落
胆
や
諦

め
な
ど
が
繊
細
に
表
現
さ
れ
て
お
り
、
見

て
い
る
側
も
自
然
に
異
文
化
交
流
の
難
し

さ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
ま
た
、
相
手
を
理
解
す
る
た
め
に
言
葉

や
文
化
、
考
え
方
を
学
ん
だ
り
、
言
葉
が

通
じ
な
い
か
ら
こ
そ
素
直
な
気
持
ち
を
話

す
こ
と
が
で
き
た
り
と
、
人
種
や
身
分
を

超
え
た
あ
た
た
か
い
交
流
が
垣
間
見
え
る

の
も
大
き
な
魅
力
。
登
場
人
物
た
ち
は
決

し
て
順
風
満
帆
な
人
生
を
送
っ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
が
、
希
望
を
感
じ
さ
せ
て
く

れ
る
物
語
に
な
っ
て
い
る
。

　
頑
固
で
昔
堅
気
な
義
晃
と
雛
田
の
思
い

が
け
な
い
言
動
な
ど
笑
え
る
シ
ー
ン
も
多

く
、
コ
ミ
カ
ル
な
が
ら
グ
ッ
と
く
る
魅
力

的
な
作
品
と
な
っ
た
。
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松
本
の
み
な
さ
ん
と
一
緒
に
、〝
古
典
〞
の
楽
し

さ
を
、
あ
る
い
は
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
複
雑
さ
を
、

底
な
し
の
深
遠
さ
を
思
う
存
分
に
味
わ
い
た
い
！
そ

う
願
っ
て
は
じ
め
た
の
が
「
ひ
ら
く
古
典
の
ト
ビ

ラ
」
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
で
す
。
子
供
の
頃
に
古
典
芸

能
に
ハ
マ
り
、
そ
の
ま
ま
芋
づ
る
式
に
文
学
や
絵
画

な
ど
も
含
め
た
〝
古
典
〞
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
ト
リ

コ
に
な
り
、
今
は
木
ノ
下
歌
舞
伎
と
い
う
劇
団
を
主

宰
し
て
い
る
私
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
本
シ
リ
ー
ズ

は
本
業
中
の
本
業
。
渾
身
の
真
心
を
込
め
て
企
画
、

実
施
い
た
し
ま
し
た
。

　
11
月
２
日
に
は
「
声
と
音
で
め
ぐ
る
古
典
文
学
」

と
題
し
、
古
文
朗
読
の
第
一
人
者
・
加
賀
美
幸
子
さ

ん
と
、
実
力
派
俳
優
の
成
河
さ
ん
の
朗
読
に
よ
っ
て

『
枕
草
子
』、『
更
級
日
記
』、『
平
家
物
語
』
な
ど
名

作
を
た
っ
ぷ
り
お
聞
き
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
塩

高
和
之
さ
ん
の
超
絶
技
巧
と
も
い
う
べ
き
琵
琶
の
音

色
が
、
お
二
人
の
語
り
を
彩
り
、
眼
福
な
ら
ぬ
〝
耳

福
〞
の
ひ
と
と
き
で
し
た
。
私
は
、
解
説
や
出
演
者

に
よ
る
ト
ー
ク
部
分
の
進
行
を
担
当
し
た
わ
け
で
す

が
、
舞
台
の
上
か
ら
、
朗
読
に
聞
き
入
る
お
客
様
の

お
顔
を
拝
見
し
て
お
り
ま
し
て
、
不
思
議
な
感
覚
に

見
舞
わ
れ
た
の
で
し
た
。
か
つ
て
紙
も
墨
も
貴
重 

だ
っ
た
頃
、
ち
ょ
う
ど
、
こ
れ
ら
の
作
品
が
誕
生
し

た
平
安
か
ら
鎌
倉
に
か
け
て
、
読
書
と
い
え
ば
、
読

み
聞
か
せ
ス
タ
イ
ル
が
主
流
で
、
本
を
手
に
音
読
す

る
人
を
幾
人
も
の
〝
読
者
〞
が
囲
み
、
耳
で
楽
し
ん

で
い
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
光
景
は
、
ま
さ
に
こ
の

よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
…
…
と
い
う
、
タ
イ

ム
ト
リ
ッ
プ
に
も
似
た
感
覚
で
し
た
。
古
典
文
学
は

単
な
る
〝
文
字
〞
で
は
な
く
、〝
声
〞
で
あ
り
〝
音
〞

な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
嚙
み
し
め
ま
し
た
。

　
12
月
1
日
は
「
木
ノ
下
亭
〜
こ
と
ば
と
お
と
〜
」。

こ
れ
は
寄
席
形
式
の
企
画
で
す
。
不
肖
、
私
が
席
亭

を
務
め
、
今
、
松
本
の
み
な
さ
ん
に
最
も
味
わ
っ
て

い
た
だ
き
た
い
至
芸
の
数
々
を
ご
紹
介
す
る
！
と
い

う
趣
向
で
す
。
活
動
写
真
弁
士
の
山
崎
バ
ニ
ラ
さ
ん

は
無
声
映
画
『
雷
電
』
を
大
正
琴
、
太
鼓
、
木
魚
な

ど
の
楽
器
を
演
奏
し
つ
つ
、セ
リ
フ
か
ら
ナ
レ
ー
シ
ョ

ン
、
映
画
豆
知
識
ま
で
盛
り
込
ん
だ
見
事
な
活
弁
を

披
露
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
し
、
玉
川
奈
々
福
さ
ん

は
曲
師
（
三
味
線
）
の
広
沢
美
舟
さ
ん
と
息
の
合
っ

た
浪
曲
『
寛
永
三
馬
術 

曲
垣
と
度
々
平
』
を
、
ト

リ
の
桂
米
團
治
師
匠
は
お
囃
子
が
ふ
ん
だ
ん
に
入
る

上
方
落
語
ら
し
い
演
目
『
稽
古
屋
』
を
華
や
か
に
口

演
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
（
三
味
線
は
浅
野
美
希
さ

ん
、
鳴
り
物
は
桂
團
治
郎
さ
ん
、
桂
米
舞
さ
ん
）。

最
後
は
、
出
演
者
の
み
な
さ
ん
と
私
に
よ
る
座
談
会
。

「ひらく古典のトビラ」
はじまる。

木ノ下裕一   芸術監督団団長／芸術監督［演劇部門］
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ひらく古典のトビラ其の３
『声と音でめぐる古典文学の世界』
2024年11月2日（土）16:00
まつもと市民芸術館　実験劇場
企画・構成・進行：木ノ下裕一
出演：加賀美幸子　成河
琵琶演奏：塩高和之　

ひらく古典のトビラ其の４
『木ノ下亭～ことばとおと』
2024年12月1日（日）15:00
まつもと市民芸術館　小ホール
出演：桂米團治（落語家）
　　　玉川奈々福（浪曲師）　広沢美舟（曲師）
　　　山崎バニラ（活弁士）
席亭：木ノ下裕一

三
ジ
ャ
ン
ル
三
様
の
芸
談
が
と
て
も
楽
し
か
っ
た
の

で
す
が
、
ど
の
ジ
ャ
ン
ル
に
も
共
通
し
て
い
た
の
が
、

語
り
と
音
楽
の
絶
妙
な
距
離
感
で
し
た
。
演
奏
も
語

り
も
一
人
で
こ
な
す
バ
ニ
ラ
さ
ん
は
「
右
脳
と
左
脳

を
別
々
に
使
っ
て
い
る
よ
う
な
感
覚
」
と
言
い
、

奈
々
福
さ
ん
は
「
曲
師
と
は
打
ち
合
わ
せ
な
し
。
呼

吸
を
合
わ
せ
る
こ
と
で
縦
横
無
尽
に
フ
シ
を
紡
い
で

い
る
」、
米
團
治
さ
ん
は
「
お
囃
子
さ
ん
は
一
番
近

く
に
い
る
批
評
家
。
そ
の
日
の
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
を

察
知
し
て
絶
妙
に
合
わ
せ
て
く
れ
る
」
と
お
っ
し
ゃ

っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
言
葉
と
音
が
主
従
の
関
係
で

は
な
く
、
互
い
に
独
立
し
な
が
ら
寄
り
添
っ
た
り
拮

抗
し
た
り
す
る
。
こ
れ
は
非
常
に
日
本
的
な
感
覚
だ

と
思
い
ま
し
た
。

　「
ひ
ら
く
古
典
の
ト
ビ
ラ
」
シ
リ
ー
ズ
は
年
に
二

回
程
度
、
私
が
芸
術
監
督
で
あ
る
う
ち
は
続
け
て
い

く
つ
も
り
で
す
。
子
供
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
、
物
語

が
好
き
な
人
、
音
楽
が
好
き
な
人
、
歴
史
に
興
味
の

あ
る
人
、
日
本
に
つ
い
て
知
り
た
い
人
、
そ
し
て
、

な
ん
だ
か
敷
居
が
高
い
と
思
っ
て
い
る
人
ま
で
、
で

き
る
だ
け
多
く
の
〝
ト
ビ
ラ
〞
を
用
意
し
て
、
め
く

る
め
く
古
典
の
世
界
に
入
っ
て
き
て
い
た
だ
け
る
よ

う
に
し
て
い
き
ま
す
。
ち
な
み
に
2
0
2
5
年
度
は
、

視
聴
覚
に
障
害
の
あ
る
方
に
も
お
楽
し
み
い
た
だ
け

る
内
容
を
企
画
中
で
す
。
わ
が
芸
術
監
督
団
の
ス 

ロ
ー
ガ
ン
は
「
ひ
ら
い
て
い
く
劇
場
」
│
そ
れ

を
体
現
す
る
よ
う
な
名
物
企
画
に
し
て
い
か
ね
ば
な

り
ま
せ
ん
。
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2
月
に
4
回
目
の
公
演
を
終
え
た
R
O
L
L
Y
さ
ん

に
、
創
作
の
秘
密
を
聞
き
ま
し
た
。

　
初
演
の
打
ち
合
わ
せ
で
ペ
イ
パ
ー
ピ
ー
ポ
ー
※
1

の
話
題
に
な
っ
て
ね
。見
に
行
っ
た
ら
、や
た
ら
め
っ

た
ら
か
び
臭
い
地
下
倉
庫
に
は
、
他
に
も
色
ん
な
物

が
置
い
て
あ
っ
て
。
あ
れ
も
、
こ
れ
も
と
舞
台
美
術

が
決
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　
あ
ず
さ
の
車
窓
か
ら
森
の
風
景
を
見
て
い
た
ら
、

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
の
登
場
の
ビ
ジ
ョ
ン
と
音
楽
が
浮
か

ん
だ
ん
で
す
。
だ
か
ら
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
曲
は
行
き
が

け
に
車
中
で
編
集
し
た
も
の
。
そ
れ
が
毎
回
の
定
番

で
す
。

　
そ
こ
に
武
井
武
雄
さ
ん
の
作
品
「
空
の
む
こ
う
」

※
2 

が
続
き
ま
す
。
こ
の
童
画
に
は
美
ヶ
原
に
あ
る

チ
ャ
オ
！
バ
ン
ビ
ー
ニ
2
0
2
5
冬

ロ
ー
リ
ー
の

   
怪
奇
骨
董

       
お
話
し
箱

Photo : Takeshi Hirabayashi 8
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美
術
館
の
よ
う
な
雰
囲
気
を
感
じ
ま
し
た
。
僕
は
高

校
の
修
学
旅
行
で
行
っ
て
以
来
、
美
ヶ
原
高
原
美
術

館
が
好
き
で
松
本
に
は
毎
年
訪
れ
て
い
ま
し
た
。

　
ラ
ス
ト
は
「
月
ま
で
飛
ん
で
」
※
3 

を
必
ず
や
り

ま
す
。
こ
れ
も
松
本
に
因
ん
だ
も
の
で
、
や
は
り
修

学
旅
行
で
の
話
で
す
が
、
車
山
高
原
か
ら
白
樺
湖
ま

で
歩
い
て
下
山
し
た
と
き
に
、
ず
っ
と
聴
い
て
い
た

の
が
こ
の
曲
。
自
分
の
心
の
中
で
は
「
こ
の
風
景
に

は
こ
の
曲
が
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
ね
。

│
読
み
聞
か
せ
中
も
、
合
わ
せ
る
音
と
の
融
合
が

な
ん
と
も
面
白
い
の
で
す
が
、
ど
う
決
め
て
い
く
の

で
し
ょ
う
？

　
絵
本
に
合
わ
せ
る
音
楽
を
、
子
ど
も
の
頃
か
ら
集

め
て
い
る
何
万
も
の
曲
か
ら
想
像
し
て
お
く
の
で
す

が
、
し
っ
く
り
こ
な
い
と
き
は
会
場
で
い
く
つ
か
試

し
ま
す
。
独
特
な
雰
囲
気
の
あ
る
実
験
劇
場
は
、
同

じ
絵
本
で
も
上
手
く
は
ま
る
音
楽
が
他
会
場
と
は
変

わ
っ
た
り
し
ま
す
ね
。
音
を
変
え
る
と
全
く
違
う
感

じ
に
な
っ
て
、
読
み
方
も
変
わ
り
ま
す
。

　
僕
は
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
等
で
台
本
を
覚
え
る
の
に
、

全
役
の
セ
リ
フ
を
演
じ
分
け
て
録
音
す
る
ん
で
す
。

ヒ
ロ
イ
ン
、
悪
者
、
ヒ
ー
ロ
ー
と
、
色
々
で
き
て
面

白
い
の
で
す
が
、
そ
の
場
面
に
は
音
楽
が
流
れ
て
い

る
。
台
本
を
読
む
と
「
こ
う
い
う
感
じ
の
音
楽
」
と

い
う
の
が
聞
こ
え
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
、
読

み
聞
か
せ
の
創
作
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

　
僕
の
仕
事
は
、
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
も
や
っ
て
い
る
し
、

弾
き
語
り
と
か
、
演
劇
、
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
と
色
々
で

す
が
、
全
部
が
影
響
し
あ
っ
て
い
ま
す
。
六
角
形
の

レ
ー
ダ
ー
チ
ャ
ー
ト
の
ど
の
部
分
を
突
出
さ
せ
る
か

が
変
わ
る
。
絵
本
の
読
み
方
、
そ
れ
に
つ
け
る
音
楽
。

そ
れ
を
考
え
な
が
ら
、
自
分
で
も
勉
強
し
て
、
ほ
か

の
仕
事
に
も
応
用
で
き
る
感
じ
で
す
ね
。

│
R
O
L
L
Y
さ
ん
と
松
本
の
掛
け
合
わ
せ
で
稀

有
な
公
演
が
成
り
立
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

　
決
し
て
他
会
場
で
は
で
き
な
い
公
演
で
す
。
お
住

ま
い
の
近
く
に
ま
つ
も
と
市
民
芸
術
館
が
あ
る
環
境

は
最
高
に
幸
運
だ
と
思
い
ま
す
。
一
人
で
も
多
く
の

方
に
あ
の
感
動
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
、
あ
の
不
思
議
空

間
を
体
験
し
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
。

※１ 新型コロナウイルス感染防止対策として、客席を半分以下に
設定することで生まれた空席に置く、段ボール製の『ペイパーピー
ポー（紙の観客）』を募集。130体ほどが集まった。※２ 長野県岡
谷市出身の童画家。岡谷市のイルフ童画館協力のもと、童画「空の
むこう」を中心に、数点の作品が登場する。※３ あんぜんバンド
（安全バンド）による楽曲。1975年の「アルバムA」収録
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の
活
動
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

中
道
　
4
月
に
募
集
し
、
1
7
0
名
ほ
ど

の
受
刑
者
か
ら
、
20
数
名
の
応
募
が
あ
り

ま
し
た
。
結
果
的
に
20
代
〜
40
代
ま
で
の

参
加
者
8
名
で
活
動
を
お
願
い
し
ま
し
た
。

│
刑
務
所
で
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
と
い

う
こ
と
で
、
何
か
決
ま
り
事
な
ど
は
あ
り

ま
し
た
か
？

倉
田
　
所
長
が「
基
本
的
に
は
自
由
に
や
っ

て
く
だ
さ
い
」
と
言
っ
て
く
だ
さ
っ
た
の

は
あ
り
が
た
か
っ
た
で
す
ね
。
私
自
身
が

分
か
り
や
す
く
説
明
で
き
る
こ
と
を
や
っ

て
な
い
の
で
。

ク
ラ
ブ
の
メ
ン
バ
ー
の
個
人
的
な
こ
と
か

ら
ワ
ー
ク
が
始
ま
っ
た
り
す
る
の
で
、
探

り
探
り
、
ど
こ
ま
で
や
れ
る
の
か
を
毎
回

刑
務
所
側
と
こ
ち
ら
側
で
判
断
し
て
い
た

感
じ
で
す
。

中
道
　
ク
ラ
ブ
活
動
は
、
篤
志
面
接
委
員

が
顧
問
的
な
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
っ
て

い
る
の
で
倉
田
さ
ん
も
篤
志
面
接
委
員
な

ん
で
す
。
専
門
的
な
、
伝
統
芸
能
や
芸
術

な
ん
か
を
教
え
て
い
た
だ
く
中
で
被
収
容

者
の
豊
か
な
人
間
性
を
涵
養
（
か
ん
よ

う
）
す
る
の
が
役
割
で
す
。
改
善
更
生
に

向
け
て
で
あ
り
ま
せ
ん
。

倉田 翠
芸術監督［舞踊部門］

倉田 翠 × 
中道 徹 所長 
対談

ワークショップ
in松本少年刑務所

2
0
2
4
年
6
月
よ
り
、
松
本
少
年
刑
務

所
内
で
毎
月
倉
田
翠
監
督
企
画
に
よ
る
9

回
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
。
2
0
2
5

年
2
月
、
所
内
で
の
発
表
会
直
後
に
お
話

を
聞
き
ま
し
た
。

│
ま
ず
は
こ
の
企
画
の
経
緯
を
伺
い
た

い
で
す
。

倉
田
　
芸
術
監
督
に
就
任
す
る
に
あ
た
り
、

松
本
に
縁
の
な
い
私
の
為
に
、
市
の
方
が

色
々
な
場
所
を
案
内
し
て
く
だ
さ
い
ま
し

た
。
そ
の
道
中
の
雑
談
で
、
こ
こ
は
日
本

で
唯
一
教
育
機
関
が
設
置
さ
れ
た
刑
務
所

だ
と
う
か
が
い
、
こ
こ
で
何
か
や
れ
な
い

だ
ろ
う
か
と
劇
場
に
提
案
し
た
の
が
は
じ

ま
り
で
す
。

中
道
　
刑
務
所
に
は
閉
ざ
さ
れ
た
施
設
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
、
知
っ
て
も
ら
う

こ
と
は
非
常
に
有
意
義
で
す
の
で
、
ま
ず

は
実
際
に
見
て
み
ま
せ
ん
か
、
と
来
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

倉
田
　
無
理
だ
と
言
わ
れ
る
と
思
っ
て
、

交
渉
も
長
期
戦
を
考
え
て
い
た
の
で
、
こ

ち
ら
が
拍
子
抜
け
す
る
く
ら
い
で
し
た
。

2
0
2
3
年
の
10
月
、
お
話
に
伺
っ
た
初

日
に
刑
務
所
の
中
や
、
実
際
に
工
場
で
受

刑
者
の
方
々
が
作
業
し
て
い
る
と
こ
ろ
も

案
内
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、

2
回
目
に
伺
っ
た
12
月
に
、
刑
務
所
内
の

ク
ラ
ブ
活
動
と
し
て
や
る
の
は
ど
う
か
、

と
い
う
提
案
を
い
た
だ
い
て
、
翌
年
6
月

か
ら
月
1
回
1
時
間
の
身
体
表
現
ク
ラ
ブ

中道 徹
松本少年刑務所長
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倉
田
　
改
善
更
生
に
向
け
て
で
は
な
い
、

と
い
う
の
は
私
に
と
っ
て
非
常
に
大
事
な

こ
と
で
し
た
。
そ
れ
を
刑
務
所
の
方
も
ク

ラ
ブ
の
メ
ン
バ
ー
も
理
解
し
て
く
だ
さ
っ

て
い
ま
し
た
。
あ
く
ま
で
私
の
仕
事
は
舞

台
作
品
を
作
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
受
刑
者

の
皆
さ
ん
を
更
生
さ
せ
社
会
に
送
り
出
す

の
は
刑
務
官
の
仕
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
過

去
に
薬
物
依
存
症
の
回
復
支
援
施
設
の

方
々
と
作
品
を
作
っ
た
際
に
学
ん
だ
こ
と

で
す
。
私
は
彼
ら
に
何
も
で
き
な
い
。
何

の
力
も
な
い
が
、
一
緒
に
な
に
か
や
ら
せ

て
く
れ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

│
実
際
に
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
重
ね
て

み
て
、
い
か
が
で
し
た
か
？

倉
田
　
最
初
は
緊
張
し
て
い
る
人
も
い
ま

し
た
。
で
も
、
す
ぐ
に
み
ん
な
自
分
の
こ

と
を
出
し
て
く
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

と
て
も
素
直
な
ん
で
す
ね
、
身
体
が
。
だ

か
ら
こ
そ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中

で
、
彼
ら
が
必
要
以
上
に
き
つ
い
思
い
を

い
る
と
伺
い
ま
し
た
が
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト

が
入
っ
て
い
く
と
い
う
の
は
い
か
が
で
し

た
か
？

中
道
　
こ
う
い
う
誌
面
含
め
、
松
本
少
年

刑
務
所
っ
て
こ
ん
な
こ
と
や
っ
て
る
ん 

だ
っ
て
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
、

ま
さ
に
ひ
ら
い
て
い
た
だ
い
て
る
な
と
思
っ

て
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

倉
田
　
芸
術
館
も
一
緒
で
す
。
見
て
く
れ

た
人
の
中
で
少
し
で
で
も
ダ
ン
ス
に
興
味

を
持
つ
人
が
い
て
く
れ
た
ら
嬉
し
い
で
す
。

劇
場
だ
っ
て
、
同
じ
塀
の
中
。
興
味
が
な

い
人
に
は
何
を
や
っ
て
る
か
さ
っ
ぱ
り
わ

か
ら
な
い
、
と
い
う
場
所
で
す
。
今
日
の

発
表
会
は
１
年
と
い
う
時
間
を
か
け
た
、

大
事
な
第
一
歩
に
な
り
ま
し
た
。
今
後
の

ク
ラ
ブ
活
動
は
現
段
階
で
は
未
定
で
す
が
、

こ
れ
を
作
品
に
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と

か
、
と
い
う
と
こ
ろ
も
こ
れ
か
ら
考
え
て

い
こ
う
と
思
っ
て
ま
す
。

宣
伝
と
い
う
場
だ
っ
た
ん
で
す
が
、
発
表

も
で
き
た
ら
い
い
ね
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら

始
ま
っ
て
、
今
日
の
こ
の
日
を
迎
え
る
こ

と
が
で
き
た
の
は
非
常
に
嬉
し
い
で
す
。

受
刑
者
が
目
を
輝
か
し
て
、
食
い
入
る
よ

う
に
見
て
い
る
姿
は
、
す
ご
い
な
と
い
う

の
が
率
直
な
感
想
で
す
。

倉
田
　
私
は
上
手
い
ダ
ン
ス
が
見
た
い
の

で
は
な
く
、
舞
台
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

の
中
だ
か
ら
こ
そ
見
ら
れ
る
真
実
み
た
い

な
の
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を

見
た
い
。
彼
ら
は
、
正
直
な
身
体
で
立
ち
、

見
事
に
「
自
分
」
と
し
て
存
在
し
て
い
た

と
思
い
ま
す
。
本
番
だ
か
ら
、
い
い
こ
と

喋
っ
ち
ゃ
っ
た
り
、
見
た
こ
と
な
い
初
め

て
の
動
き
が
出
て
き
た
り
し
た
ん
で
す
け

ど
、
そ
れ
も
リ
ア
ル
。
舞
台
上
で
い
つ
も

通
り
い
ら
れ
る
わ
け
が
な
い
。
正
直
に
、

皆
が
全
力
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
し
て
く

れ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
見
て
い
る
受
刑
者
も
、
泣
い
て
る
人
、

笑
っ
て
る
人
、
客
席
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

感
じ
ま
し
た
。
遠
く
に
座
っ
て
る
女
性

（
今
年
度
は
5
名
の
女
性
受
刑
者
が
旭
町

中
学
校
桐
分
校
に
入
学
）
で
泣
い
て
い
る

方
も
い
た
り
、
何
か
し
ら
届
い
て
る
な
と

い
う
の
が
確
認
で
き
た
の
は
、
パ
フ
ォ
ー

マ
ー
と
し
て
も
嬉
し
か
っ
た
で
す
。

│
ひ
ら
い
て
い
く
刑
務
所
を
目
指
し
て

し
な
く
て
い
い
よ
う
に
は
気
を
つ
け
て
い

ま
し
た
。
彼
ら
の
中
心
に
入
っ
て
い
く
み

た
い
な
部
分
は
神
経
を
使
い
な
が
ら
進
め

ま
し
た
。
毎
回
ク
ラ
ブ
を
心
待
ち
に
し
、

楽
し
ん
で
く
れ
て
い
る
の
は
伝
わ
っ
て
き

た
の
で
、
嬉
し
か
っ
た
で
す
。
刑
務
所
の

中
は
雑
音
が
少
な
い
の
で
、
次
回
ま
で
の

一
か
月
間
、
思
考
し
て
く
れ
て
る
な
と
感

じ
ま
し
た
。
い
ろ
ん
な
意
味
で
の
理
解
が

早
か
っ
た
。

　
2
回
目
ぐ
ら
い
の
時
に
、
日
常
の
動
き

か
ら
ダ
ン
ス
を
作
ろ
う
と
い
う
テ
ー
マ
の

も
と
、
朝
起
き
て
か
ら
の
一
連
の
流
れ
を

動
き
に
し
て
み
る
と
い
う
ワ
ー
ク
が
面
白

か
っ
た
で
す
ね
。
布
団
を
畳
ん
で
、
顔
を

洗
っ
て
、
正
座
し
て
待
機
、
み
た
い
な
動

き
を
や
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
ぴ
た
っ
と
皆

一
緒
だ
っ
た
。
見
事
、
と
言
い
ま
す
か
。

中
道
　
刑
務
所
は
行
動
が
パ
タ
ー
ン
化
さ

れ
て
い
る
の
で
。
我
々
か
ら
見
た
ら
普
通

の
朝
で
す
。

倉
田
　
そ
う
な
ん
で
す
ね
。
こ
ち
ら
（
ダ

ン
ス
）
の
視
点
で
見
る
と
、
う
わ
、
す
ご

い
！
と
な
る
。
心
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
瞬
間
が

た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
い
ず
れ
何
か
形

を
変
え
て
外
に
い
る
方
々
に
伝
え
ら
れ
た

ら
、
と
考
え
て
い
ま
す
。

│
本
日
の
発
表
会
は
ど
う
で
し
た
か
？

中
道
　
所
内
全
員
に
向
け
て
の
ク
ラ
ブ
の
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INTERVIEW

―
『
オ
バ
ケ
ッ
タ
』
の
美
術
を
担
当
す

る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
は
？

　
山
田
う
ん
さ
ん
が
、
私
た
ち
の
絵
本
を

読
ん
で
世
界
観
に
共
感
し
て
く
だ
さ
っ
た

こ
と
が
き
っ
か
け
で
す
。
舞
台
の
仕
事
を

こ
れ
ま
で
し
た
こ
と
が
無
か
っ
た
の
で
、

メ
ー
ル
が
来
た
時
は
大
変
驚
き
ま
し
た
。

し
か
し
同
時
に
、
こ
れ
ま
で
に
無
い
何
か

新
し
い
も
の
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る

か
も
し
れ
な
い
と
い
う
好
奇
心
が
む
く
む

く
湧
い
て
き
て
、
ぜ
ひ
や
ら
せ
て
く
だ
さ

い
と
お
返
事
し
ま
し
た
。

―
ス
ト
ー
リ
ー
は
は
じ
め
か
ら
あ
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
？
　
セ
ッ
ト
プ
ラ
ン
は
、

ど
ん
な
打
ち
合
わ
せ
を
経
て
作
ら
れ
た
の

で
し
ょ
う
か
？

　
う
ん
さ
ん
か
ら
最
初
に
見
せ
て
い
た
だ

い
た
の
は
大
ま
か
な
プ
ロ
ッ
ト
で
し
た
。

こ
れ
以
前
の
舞
台
は
、
ダ
ン
ス
を
最
大
限

に
見
せ
る
た
め
、
あ
ま
り
セ
ッ
ト
を
使
わ

な
い
も
の
が
多
か
っ
た
ら
し
い
の
で
す
が
、

今
回
の
公
演
で
は
、
そ
れ
を
気
に
せ
ず
、

キ
ャ
ビ
ン
さ
ん
の
世
界
観
で
自
由
に
セ
ッ

ト
を
作
っ
て
欲
し
い
と
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。

う
ん
さ
ん
と
打
ち
合
わ
せ
を
重
ね
て
い
く

中
で
『
色
彩
が
豊
か
で
あ
る
こ
と
。
オ
バ

ケ
の
世
界
で
は
時
間
と
空
間
・
重
力
の
ル

ー
ル
が
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
で
あ
る
こ
と
。
絵

本
の
世
界
を
感
じ
る
こ
と
』
と
い
う
キ
ー

ワ
ー
ド
が
出
来
て
、
こ
の
３
つ
を
軸
に 

作
っ
て
い
き
ま
し
た
。
舞
台
美
術
の
制
作

物
は
、
美
術
館
で
の
展
示
品
と
は
違
い
、

即
興
性
を
考
え
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

照
明
に
よ
っ
て
常
に
色
は
変
わ
り
ま
す
し
、

ダ
ン
サ
ー
達
は
作
品
を
手
に
持
っ
て
ス 

テ
ー
ジ
上
を
動
き
回
り
ま
す
。
身
体
表
現

を
活
か
す
よ
う
な
造
形
を
作
る
の
は
未
知

の
体
験
で
、
困
惑
し
な
が
ら
も
実
に
楽
し

く
、
舞
台
監
督
さ
ん
や
施
工
会
社
さ
ん
等
、

た
く
さ
ん
の
人
に
教
え
て
い
た
だ
き
な
が

ら
完
成
さ
せ
ま
し
た
。

―
ラ
ス
ト
の
圧
巻
の
り
ゅ
う
ぐ
う
の
使

い
は
、
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
作
ら
れ

た
の
で
し
ょ
う
か
？

　
絵
本
か
ら
抜
け
出
し
、
空
中
を
ゆ
ら
ゆ

ら
と
漂
う
巨
大
な
生
き
物
。
オ
バ
ケ
の
よ

う
な
、
神
様
の
よ
う
な
、
宇
宙
人
の
よ
う

な
、
頭
や
心
の
中
で
だ
け
、
出
会
う
こ
と

の
で
き
る
空
想
世
界
の
象
徴
と
し
て
制
作

し
ま
し
た
。
何
万
年
何
千
年
も
の
間
、
人

類
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
、
想
像
の
物
語

が
D
N
A
の
よ
う
に
体
に
刻
ま
れ
て
い
ま

す
。 

ダ
ン
サ
ー
達
の
動
き
に
対
応
し
て
、

生
き
物
の
体
は
う
ね
り
、
形
を
変
え
な
が

ら
宙
を
泳
い
で
い
き
ま
す
。

―
絵
本
だ
け
で
な
く
、
３
D
（
立
体
）

作
品
も
多
く
作
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
制
作

『オバケッタ』
Co.山田うん

大人も子どもも楽しめるダンス作品が待望の再演！ まつもと市民芸術館では４月12日に上演します。
舞台美術を手掛けるのは本誌のぬり絵でもお馴染みの絵本作家ユニット、ザ・キャビンカンパニー。

舞台美術は『オバケッタ』が初、ということでお話をうかがいました。
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の
上
で
両
者
に
違
い
は
あ
り
ま
す
か
？

　
全
く
違
う
感
覚
で
作
っ
て
い
る
と
感
じ

ま
す
。
絵
本
は
他
者
に
向
け
て
作
っ
て
い

る
部
分
が
多
い
で
す
。
絵
本
は
人
が
生
ま

れ
て
最
初
に
観
る
本
、
芸
術
に
な
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
生
き
て
い
く
上
で
の
道
標

に
な
る
よ
う
な
、
弾
力
の
あ
る
強
い
心
を

育
て
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
物
語
と
絵

を
描
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
立
体
作

品（
美
術
作
品
）は
、自
分
に
向
け
て
作
っ

て
い
る
部
分
が
多
い
で
す
。
自
分
た
ち
の

源
泉
を
掘
っ
て
い
く
作
業
で
、
他
者
は
あ

ま
り
意
識
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

ど
ち
ら
の
制
作
も
私
た
ち
に
と
っ
て
重
要

で
す
。
絵
本
と
美
術
を
行
き
来
し
て
、
お

互
い
に
影
響
を
及
ぼ
し
合
い
な
が
ら
作
品

は
出
来
上
が
っ
て
い
き
ま
す
。

―
セ
ッ
ト
の
ど
ん
な
と
こ
ろ
を
見
て
ほ

し
い
で
す
か
？
　

　
セ
ッ
ト
の
物
質
感
を
観
て
ほ
し
い
で
す
。

扉
、
机
、
ト
イ
レ
、
ど
こ
を
観
て
も
真
っ

直
ぐ
な
所
は
あ
り
ま
せ
ん
。
全
て
い
び
つ

に
歪
ん
で
い
て
、
人
の
手
に
よ
っ
て
作
り

出
さ
れ
た
感
触
に
溢
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ

ゆ
え
に
物
質
と
し
て
の
存
在
感
を
す
ご
く

感
じ
る
と
思
う
ん
で
す
。
触
っ
て
み
た
い

な
、
匂
っ
て
み
た
い
な
、
ど
ん
な
感
じ
だ

ろ
と
、
脳
み
そ
を
視
覚
で
刺
激
で
き
た
ら

良
い
な
と
思
い
ま
す
。
う
ん
さ
ん
と
ダ
ン

サ
ー
の
皆
さ
ん
は
、
リ
ハ
ー
サ
ル
を
重
ね

る
内
に
、
最
初
に
想
定
し
て
い
た
セ
ッ
ト

の
使
い
方
を
ど
ん
ど
ん
変
化
さ
せ
て
い
き

ま
し
た
。
動
か
な
い
は
ず
の
セ
ッ
ト
が
、

ダ
ン
サ
ー
の
皆
さ
ん
の
手
に
か
か
る
と
、

命
を
持
っ
て
躍
動
し
て
い
く
ん
で
す
。
そ

れ
は
感
動
的
な
瞬
間
で
し
た
。
皆
さ
ん
に

も
そ
ん
な
ダ
ン
サ
ー
と
セ
ッ
ト
が
呼
応
す

る
様
子
を
ぜ
ひ
目
撃
し
て
欲
し
い
で
す
。

―
初
演
を
見
て
の
感
想
は
？

　
こ
れ
は
「
な
ま
も
の
」
だ
と
思
い
ま
し

た
。
瞬
間
的
、
刹
那
的
で
あ
り
、
な
ん
て

美
し
く
尊
い
も
の
な
の
だ
と
、
初
演
を
観

な
が
ら
考
え
て
い
ま
し
た
。
翻
っ
て
、
私

た
ち
が
作
る
絵
本
や
美
術
作
品
は
、
長
期

的
な
目
線
で
作
品
を
残
す
こ
と
を
考
え
て

い
た
の
だ
な
と
。
私
た
ち
に
と
っ
て
美
術

作
品
は
「
鑑
賞
」
で
す
が
、
舞
台
作
品
は

「
目
撃
」
す
る
と
い
う
感
覚
で
し
た
。
眼

前
の
ス
テ
ー
ジ
で
、
そ
の
瞬
間
の
人
間
の

脈
動
や
命
を
目
撃
す
る
。
ダ
ン
サ
ー
の
肢

体
の
筋
肉
の
盛
り
上
が
り
、
息
遣
い
、
足

音
、
髪
の
毛
の
流
線
、
舞
台
の
振
動
…
全

て
が
観
る
も
の
に
訴
え
か
け
て
く
る
よ
う

で
、
凄
ま
じ
い
生
の
強
さ
を
感
じ
ま
し
た
。

気
が
つ
く
と
涙
が
出
て
い
て
、
あ
れ
は
今

ま
で
に
感
じ
た
こ
と
の
な
い
不
思
議
な
体

験
で
し
た
。
ぜ
ひ
こ
れ
か
ら
ご
覧
に
な
る

皆
様
に
も
体
感
し
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
。
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阿部健太朗と吉岡紗希による二人組
の絵本作家／美術家。大分県の廃校
をアトリエにし、日々さまざまな作
品を生み出している。2024年7月よ
り全国各地で大絵本美術展「童堂賛
歌」開催中。（公式サイト https://
the-cabincompany.com/）

ザ・キャビンカンパニー　

Co.山田うん『オバケッタ』
2025年４月12日（土）14：00
※公演詳細は14ページ



Step Mとは、舞踊部門芸術監督の倉田翠とともに新しい作品を作り出すことができる人材を育成し、
グローバルに活躍するダンス作家／制作者を育成するプロジェクトです。

松本から世界を目指す、
5年間の人材育成プログラム、始動 !

「育成」とは何か。
私自身が、舞台芸術の専門的な育成というものを受けた体
験が大学教育にしかないので、その時のことを思い出すこ
とになるのですが、あれは一体何だったのか。 
語り出すと様々なことがあるのですが、一番私にとって大
きかったのは、現役のアーティストが、自分自身も一人の
アーティストとして悩み考えしながら、本気で「アーティ
ストを育てる」ことに向き合っていた格闘の時間を共にし
た、ということだったように思います。

訳がわからないことだらけでした。
何を言われているかなんて全然わからなかった。
ただ、考える時間がありました。 自分にとって、ダンス
とは何か、作品を作るとは何か、私は何者か、あなたは誰
か。
答えなど与えられなかったけど、それを切実に考え続ける
変な大人たちがすぐ近くに居ました。 
彼らは、先生であり、同志でした。 

私は、私のようになってほしいなどとは思っていません。

一緒に考えたい。は？って思いたい。 
ライバルでも友達でも先生でもない、近くにいるちょっと
先輩の変な大人として、共に格闘したい。
作品というのは、別に作らなくて良いんですよ。それでも
作る道を選んだ同志として。

正直に言うと、海外に売り出す作品なんかにならなくても
良いんです。（いや、しかしそれはミッションだから頑張
るけど！） 納得いく、「おもしろい作品」を作ってほし
い。
だから劇場は、とことん並走する覚悟で「アーティストが
考えるアーティスト育成プログラム」を実現し、あなた方
に投資します。

さて、少々長い付き合いになります。
どうぞよろしくお願いします。

このプロジェクトからどんなものが生み出されてくるのか、
どんな展開が待っているのか、是非ご期待ください。 

倉田翠

Step into the world from MatsumotoStep M

Onaya Rion

群
馬
県
出
身
。
3
歳
よ
り
瀬
山
紀
子
に
ク
ラ
シ
ッ

ク
バ
レ
エ
を
師
事
。
お
茶
の
水
女
子
大
学
舞
踊
教

育
学
コ
ー
ス
在
学
中
か
ら
自
身
の
作
品
を
作
り
続

け
、
2
0
2
3
年
に
は
自
身
の
カ
ン
パ
ニ
ー
を

立
ち
上
げ
、
初
の
主
催
公
演
を
実
施
。

ダ
ン
ス
作
家

女
屋
理
音

Sakurai Takuto

ダ
ン
ス
作
家

群
馬
県
出
身
。
ダ
ン
サ
ー
と
し
て
伊
藤
直
子
、
近

藤
良
平
ら
の
作
品
、TOKYO2020

開
会
式
等
に

参
加
。
サ
ウ
ン
ド
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
し
て
山
下
残
、

山
瀬
茉
莉
な
ど
の
作
品
に
参
加
。
芸
術
文
化
観
光

専
門
職
大
学
1
期
生
。 

　

櫻
井
拓
斗

Miya Yusuke

ダ
ン
ス
作
家

新
潟
県
出
身
。
筑
波
大
学
、
大
学
院
に
て
舞
踊
学

を
専
攻
。「
私
小
説
」
の
様
に
、「
自
身
の
実
体
験

を
基
に
自
作
自
演
」
で
ダ
ン
ス
作
品
の
創
作
・
上

演
を
行
う
、
個
を
究
め
て
普
遍
を
見
出
し
た
い

《
私
ダ
ン
ス
作
家
》。

宮 

悠
介

Yagi Yukina

ア
ー
ト
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト

京
都
市
出
身
。
同
志
社
女
子
大
学
表
象
文
化
学
部

英
語
英
文
学
科
卒
業
。
京
都
芸
術
セ
ン
タ
ー
に
て

ア
ー
ト
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
し
て
京
都
国
際
舞

台
芸
術
祭
や
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
イ
ン
・
レ
ジ
デ
ン

ス
等
に
従
事
。
2
0
2
3
年
か
ら
フ
リ
ー
。

八
木
志
菜
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『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180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.6

2025年３月31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『）・mpac
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。

Information
発売中

Co.山田うん『オバケッタ』
４月12日（土）14：00　実験劇場

演出・振付・作詞：山田うん
音楽：ヲノサトル
美術：ザ・キャビンカンパニー
出演：Co.山田うん
（西山友貴、川合ロン、吉﨑裕哉、望月寛斗、
飯森沙百合、長谷川 暢、山口将太朗、
仁田晶凱、黒田 勇、山崎眞結、山根海音、
田中朝子）

料金：全席指定（税込）
一般 ¥3,500／U25 ¥2,500／
中学生以下 ¥500
※３歳以下入場不可
※U25（25歳以下）チケットは、
当日年齢確認証をご提示ください。

発売中

石丸幹二＆
ACOUSTIC WEATHER REPORT
４月16日（水）19：00
小ホール

出演：石丸幹二
ACOUSTIC WEATHER REPORT
《クリヤ・マコト（Pf．）、
納浩一（B．）、則竹裕之（Dr．）》

料金：全席指定（税込）
一般 ¥6,000／U25 ¥3,000

※未就学児入場不可
※U25（25歳以下）チケットは枚数限定・前売のみ、
　また当日年齢確認証をご提示ください。

ミュージカル「レ・ミゼラブル」
５月９日（金）～15日（木）
主ホール

※詳細はホームページでご確認ください。

料金：全席指定（税込）
［平日］
S席17,500円／A席11,000円／Ｂ席6,500円
［土・日］ 
S席18,500円／A席12,000円／Ｂ席7,500円
※未就学児入場不可
※出演者変更に伴うチケットの払戻は
　いたしませんので予めご了承ください。
※当館での予定販売枚数は終了しております。
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「世界でいちばん美味しいレーズンクッキーです！」
と、誇らしげに知人が送ってくれた。
藤むらの “れえずんくっきい ”。
やみつきになった。
知人から送られてくるたび至福の時を過ごし、やが
て待ちきれなくなって、とうとう松本の店まで訪ね
ていった。落ち着いた店構え、穏やかな時が流れる
店内、すべてひっくるめて、ファンになった。
出逢って 10 年を越えた。今も私の一推しだ。

長野県松本市中央２丁目９-19
［営業時間］９：00～18：00

［定休日］水曜日

御菓子処藤むら

　松本周辺では「片節句はよくない」といわれることが
あります。この場合の「節句」とは３月３日の「桃の節
句（雛祭り）」と５月５日の「端午の節句」のことです。
一般的には女の子は桃の節句、男の子は端午の節句をお
祝いしますが、松本では片方の節句のみを祝うことを
「片節句」、「片祝い」と呼んでこれを避け、男の子も桃
の節句を祝い、女の子も端午の節句を祝って人形などを
飾る習慣があります。松本市史には、男の子の雛祭りに
ついて「相応な雛人形を贈り、松本市域および周辺の慣
習として片祝いを避けている」と書かれています。
　なぜこのような風習が生まれたのでしょうか。本来節
句は季節の変わり目にそれぞれ豊作や健康を願ったり、
収穫に感謝したりするもので男女の区別はなかったそう
です。また、松本では押絵雛や七夕人形などの人形を飾
る習慣があり、人形文化の豊かさが背景にあると言われ
ています。最近は実践する家庭も減っているようです
が、子どもが丈夫に育つように、念には念をという思い
で両方の節句を大切にしてきたのかもしれません。松本押絵雛の掛軸（写真提供：ベラミ人形店）
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猫を見に、最近よく散歩をしています。歩いてみると、
時々、野良猫を見かけます。すると、僕が猫だった頃
の記憶が呼び起こされて、つい猫を追いかけて、路地
裏をうろちょろしちゃったりして。
さて、もうじき春です。それでは、また次号。

　実は子どもの頃、本屋さんになるのが夢でした。
その夢が、想像とはちょっとちがった形で実現（?）
してしまったのですから、ワクワクがとまりません。
昨年から、駅前の丸善松本店さん、イオンモールの
未来屋書店さんの協力を得て、試験的にではありま
すが、店舗の一角に芸術館コーナーを作っていただ
いておりました。その時々で、当館の公演にちなん
だ本を並べていたのですが、おかげさまで売れ行き
も好調とのこと。そこで、今年度は、丸善さん、未
来屋書店さんに芸術館コーナーを “常設 ”していた
だけることになりました！ 選書はわたくし木ノ下
が担当します。だいたい二ヶ月に一度のペースで 
テーマを変えつつ、様々な本をご紹介したい！ 公
演に関連する本̶戯曲（脚本）、出演者の著作、作
品のテーマに関連する小説、評論、画集まで─は
もちろんのこと、主催公演のない時期には、オリジ
ナルのテーマを設けて、私が偏愛する本の数々を並
べてみたいです。たとえば四月からは「新生活に贈
る一冊」というテーマを考えているのですが、「そ
の場合、茨木のり子、木皿泉、池澤夏樹ははずせな
い！ あ、『ゲド戦記』第三巻もいいね！ できれば
短いポップも自分で書きたいな」と、脳内選書が楽
しいのなんのって。
　劇場と本屋さんって似ているなと思います。まず
誰でもふらっと立ち寄ってもらえる。物語や知識を
売っている。新しい世界へのトビラを開くお手伝い
をしている……などなど。一本の舞台や一冊の本が、
人生を変えることもあるのだという真摯な気持ちを
忘れずにいたいなと思ってます。芸術館で、本屋さ
んで、お待ちしております！

丸善 松本店 未来屋書店 松本店
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です。
多くの特別展に関わられたと思いますが、スタッフの
一人から味噌の特別展が印象強かったと聞きました。
窪田　うれしいですね。平成 20 年だったと思います
が、「信州と味噌｣という特別展をやったんです。あの
時、近隣のパン屋、味噌屋、ラーメン屋さんの協力をい
ただいてスタンプラリーをやりまして、集めると、松
本大学の栄養学科の先生と学生とで作った味噌ティラ
ミスをプレゼント、という企画です。冬場の寒い時で
したが、持ち帰れるものの形として、博物館だけじゃ
なくて、外の皆さんと一緒にやることができたんです。
木ノ下　味噌の展覧会、面白いですね。いやでも、本
業の博物館の中の展示をどうするかを考えながら、ス
タンプラリーも仕込む。なかなか大変でしたね。
窪田　監督たちの演劇もそうだと思いますが、やっぱ
り、自ら楽しんでやらないと、見る人に感動は伝わら
ないんですよ。我々もそうですけど、担当の学芸員、
職員が上から言われたから、予算ついたから、という
やる気のなさは外へ伝わります。そうではなくて、予
算もつかないんだけど、どうにかやろうっていうこと
で自分が楽しめば、やっぱり感動も広がっていくと思
うんです。
木ノ下　本当にそうですよね。
窪田　ええ、興味のある人は来てくれるんですよ。興
味のない人がちょっと入ってみるかと思ってくれる仕
掛けが大事。今私は松本市文書館というところにいる
んですが、「文書館ってどこにありますか」って反応
も結構あります。専門家や研究者だけが行くところと
いう誤ったイメージが市民の人たちに刷り込まれてい
る。最初から敷居が高いんですよ。で、そうはいって
も、足を運んでない人にもうちょっと文書館を知って
もらわなきゃいけない。だったら、一番手っ取り早い
のは展示機能を充実すること。松本市に関する文書や
昔のチラシ類を展示してみるとか。そういうところで
意外と面白いなと思ってもらえるような仕掛けをして
いかないといけないなと。芸術館とは少し立ち位置が
違いますが、やっぱ公共施設って市民に使われてナン
ボなんですよ。殿堂としてあってはいけない、フォー
ラムの場としてあるべきです。
木ノ下　文書館の文書は専門性が高いとか、文章が読
めないとか。切り取り方と解説をつける通訳的なこと
が必要ですよね。
窪田　ええ、資料や施設と人とをつなぐインタープリ
ター（通訳）が必要です。一人でも多くの人に来ても
らいたいのは一緒ですよね。小さなことでも続ければ、
長い目で見てじわじわと浸透してくるようになるんじ
ゃないかな、年齢を重ねてきてやっとこんなふうに思
えました。若い頃はそういうことはなかったですけど。
木ノ下　肝に銘じます。
窪田　いやいや、とんでもないです。
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実際はどういう方だったんですか。
窪田　丸山さんの『松本そだち』には、松本の外に出
たかったけれど、当時商家の息子として跡を継がざる
を得なかったというようなことが書かれています。そ
れもあって、何かしたいということもきっとあったと
思うんですね。で、東京の駒場に日本民藝館ができた
と知り、そこへ出かけて、雑器の美というものに出会
った。後に柳宗悦の著作にふれて民藝に開眼し、柳の
知遇を得たと言われています。丸山さんはコレクショ
ンを市に寄贈し、感謝状贈呈をされたときにお見えに
なってましたが、私自身 20 代の若造でしたから直接
お話する機会がなくて、あの人が丸山太郎さんか、と
遠くから見ていました。とても優しそうな、穏やかそ
うな感じがしましたね。『松本そだち』を読むと、ご
自身で書いておられることですが、少しとっつきにく
いような、そういうところがあったようですね。しか
し、蒐集したコレクション一切を公に寄贈して広く公
開する行動に見られるように、決して玩物喪志（がん
ぶつそうし）の人ではなかったですね。
木ノ下　丸山さんは松本で生まれて育って。で、柳宗
悦という外部の眼を借りることで、民藝っていうもの
があるんだと。そこで改めて松本の民藝を再発見した
のかもしれないですね。

木ノ下　もともと松本は、手仕事、民藝が根付いてい
た場所なんですよね。
窪田　城下町時代、松本藩は６万石、石高としてはそ
んなに高くはありませんが、幕末期の『善光寺道名所
図会』に「当国第一の都会」とあるので、おそらく古
くから街道がいくつも入っている大きな町だった。
木ノ下　ほんとに交差点ですよ
ね、イスタンブールみたいなね。
窪田　ええ、街道は人だけではな
く物も文化も運びますからね、政
治都市だけではなくいわゆる経済
都市みたいなところがあって、非
常に発展をしたという記録が残っ
ていますね。
明治 9年に筑摩県から長野県にな
ったとき、松本の南深志町が長野
県に提出した概況報告に、1400
戸くらいのうち約 300 戸がなんら
かの手工業に携わっていたとあり
ます。おそらく色々な手工業、城

下町でしたから、帳箪笥（ちょうだんす）、建具、足袋裏
などを作って出荷していたということだと思いますが、
特に帳箪笥の製造がとても盛んであったようですね。
木ノ下　皆さん何か手業を持ってらっしゃった。
窪田　帳箪笥であったり、行李（こうり）づくりだっ
たり、手仕事の技が連綿として伝えられてきたのがこ
の松本かなと思います。浮き沈みがあっても、手仕事
を大切にする気風が、戦後の新しい文化運動として、
松本における民藝運動を受け入れる素地となり、根付
いたのではないかと思いますね。もちろん中央との交
流もあり、何人かの先達をリーダーにして、民藝が盛
んになったというふうに私は捉えています。

木ノ下　ところで、窪田さんが関わられたこの図録
（『松本・民芸・丸山太郎』）は少し前に博物館で買い
求めたんですが、図録というのはいいですね。熱量が
すごく伝わってくる。物の力、ビジュアルの力と、そ
れを補強する言葉の力。松本における民藝とは何かと
いうのがわかる、ガッツみなぎる編集。見るものを捉
えて離さじというところが僕はすごく好きです。この
心意気で芸術館も、図録ではないけれども、お客さん
に対して、なんとしても何か持って帰ってもらいたい
という心を大事にしたいと思ってます。
窪田　博物館の場合は、常設展なり、特別展なりで実
物を見てもらって、図録は感動のお持ち帰りみたいな。
グッズもそうなんですけど。我々の場合はこういうも
のでテイクアウトしてもらう。
木ノ下　図録があることで、もう一回家で補填できる。
演劇でも、持って帰れない、物体のない体験がまずは
すごく大事だけれども、同時にものとして残しておく
ことによって、より体験が強くなるというか。
窪田　今の時代、紙ものってちょっと分が悪いところ
がありますが、やっぱり紙の文化は強いですよ。
木ノ下　最後に残るのは物。特に紙は残るんですよね。
今自分たちがやってることを自分たちだけで評価する
のではなくて、何十年後の人から見てもう一回評価、
あるいは厳しい目でジャッジしてもらうためにも大事

松本民芸館　
松本市里山辺1313-1　
0263-33-1569
9：00～17：00（入館は16：30まで）
月曜定休（祝日の場合は翌平日）

―博物館、劇場の広がり。

―松本の民藝
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木ノ下　民藝に初めて出会ったのは、小学校 6年生の
終わり、島根への家族旅行でのことでした。松江で行
った島根県立博物館で、河井寛次郎と棟方志功の展覧
会をやっていて、その時は何もわからず見たんですが、
志功の絵も、寛次郎の器もすごく良くて、感動しまし
た。そして、美というものを特権階級のものだけにせ
ず、ひらいていくような「民藝運動」や「用の美」と
いった考え方に胸を打たれました。そこから民藝かぶ
れになってしまって……。中学 1 年生の夏休みには、
京都に人生初の一泊二日一人旅をしたんです。その目
的が、河井寛次郎記念館を見にいくというものでした。
窪田　かなり早く民藝に目覚めたわけですね。
木ノ下　ひねくれた子どもだっただけなのかもしれな
いです。民藝運動というのは自分にとってはそれくら
いの頃からの憧れで、芸術監督団団長就任が決まって
「ひらいていく劇場」というスローガンを考えるとき
にも、運動のかたちは全く違うんですけど、柳宗悦の
言葉がすごく自分にとって支えになりました。例えば、
柳宗悦が『朝鮮の友に贈る書』のなかで、さまざまな
社会的な問題や戦争などあるけれども、互いの文化や
芸術をわかちあう「愛の会堂」というものがあって、
そこでは民族や戦争、敵味方とかそういうことを乗り
越えた上で、美というものを介してもう一度出会い直
すことができるんだ、というようなことを書いていま
す。劇場もそういう場所になり得るんじゃないかなと

思うんです。いろんな主義・主張、個性があるもの同
士でも、一つの作品の前でそれをシェアしたり語らっ
たりすることができるはずだと。
窪田　なるほど。民藝運動の精神的な豊かさですね。
実は私は民俗学、内省の学とも言われることを勉強し
ていて、正直言いますと、民藝については、最初は仕
事として向き合った、その程度のことだったんです。
この松本民芸館は丸山太郎さんがおつくりになった
建物で、昭和 58 年に市の方へ建物も、民藝のコレク 
ションも、土地も全て寄贈されました。その前年、私
はまだ 20代半ばで、博物館の仕事を終えて、毎日夕
方ここへ来て、夜な夜なコレクションの整理をしてい
ました。そのころは民藝の知識もなく、丸山太郎さん
のことも、ちきりや工芸店のご主人だということぐら
いしか知らなくて。後になって、こんなすごい人なん
だってわかったんです。民俗と民藝とは少し隔たりが
あったりしますが、難しい話は置いておいて、名も無
い民衆を文化の担い手として注目する部分においては
同じで、民芸館に携わらせてもらって、大変勉強にな

りました。
木ノ下　窪田さんが丸山さ
んにお逢いになった頃は晩
年だったかと思いますが、
お書きになったものやお写
真を拝見する限り、おおら
かな方だったんじゃないか
という感じがしますけど、

芸術監督3名が街に飛び出して市民の皆さんと語る企画。第6弾は
木ノ下裕一団長が、元松本市立博物館館長で現在は松本市文書館特
別専門員の窪田雅之さんに、窪田さんも深く関わった松本民芸館に
お邪魔してお話をうかがいました。話題は「民藝」についてから公
共施設のあり方にまで及び、共感するところも多かったようです。

―民藝との出会い

図録『松本・民芸・丸山太郎』
（松本市立博物館発行）

8



松本市中央3-2-13 蔵久小路入ル奥ノ蔵
0263-33-7736
11：00～17：00
水曜定休（祝日の場合は翌日）
「ATELIER MANIS 2025初夏作品展」（５月４～11日）、
「自然と繋がる 藍と草木染の手工芸」
（５月16日～６月17日）

　塩尻市木曽平沢に工房を持つ斉藤漆芸の直営店。三
代目・齊藤寛達さんが手がける木製品、漆器を中心に
紹介しています。店に立つ妻・彩美さんは「漆器＝和
食というイメージが強いが、洋食にも幅広く使える」
と話します。伝統的な漆芸の技に、料理が映える工夫
と扱いやすさを加えた普段使いができる漆器は、木目
の違いや経年変化も楽しめるとのこと。異素材とコラ
ボした漆仕上げのライトや蒸籠、漆器に合う雰囲気を
まとった陶器やガラス作品も。

松本市中央3-2-11
0263-50-6636
10：00～17：00
木曜定休
「齊藤寛達 暮らしの器展」（４月26日～５月31日）

鳥乃子  齊藤彩美さん

　国内外のさまざまな植物を素材とした手編みかごを
取り揃えた“小さな籠の博物館”。暮らしのルーツを感
じられるような籠を中心にセレクトしています。ヨー
ロッパでは柳や栗、アフリカでは椰子や水草、そして
日本は竹といっても、真竹、篠竹、スズ竹、根曲竹…。
伊藤さんは「地域によって採れる植物は多種多様で、
試行錯誤して編み上げた籠は時間と人知のかたまり。
それを伝えることで、生活に取り入れてもらえたら」
と笑顔を見せます。

松本市大手1-3-28 神山ビル2階
0263-50-4475
11：00～17：00
火曜・水曜定休
「榊麻美植物研究所」季節の盆栽 展（５月15～19日）

世界のかご カゴアミドリ  
伊藤朝子さん
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　木工作家の指田哲生さんが、「クラフトフェアまつ
もと」の創設メンバーの木工作家らと共に、1984年に
開店したギャラリー。現在は指田さんのほか、羽柴完
さん・弦さん、牧瀬昌弘さん・福次郎さん、酒井隆司
さんといった地元の木工作家６人が曜日ごとに在廊し
ています。２階は６人がそれぞれ手がけたテーブルや
椅子などの大型家具を中心に展示。１階はほかの作家
も含めた、木工の小物や、陶器、布ものやアクセサリー
なども並びます。

松本市大手3-5-5
0263-32-8850　
10：00～18：00
水曜定休
「子ども椅子展」（５月８～27日）

グレイン・ノート  指田哲生さん

　中町・蔵久路地の奥に佇む築140年の蔵を改装した
手仕事のセレクトショップ＆ギャラリー。優しい色合
いが特徴の「すぐりてまり」は、「松本てまり」の新
しいブランドとして、伝統的なてまりの技法を受け継
ぎながら、現代の暮らしに溶け込むスタイルを提案し
ています。桜やアカマツ、タケノコやブルーベリーな
ど松本市近郊で採れる草木を使って染めた糸は100色
以上。ワークショップや基本からじっくり学べる教室
も開催しています。

松本市中央3-2-13 蔵久小路入ル奥ノ蔵
0263-33-7736
11：00～17：00
水曜定休（祝日の場合は翌日）
「ATELIER MANIS 2025初夏作品展」（５月４～11日）、
「自然と繋がる 藍と草木染の手工芸」
（５月16日～６月17日）

手仕事商會すぐり  木内文嘉さん
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　奈良井宿で20年ほど営んでいた店を1996年に移転。
店内には、松本市出身の型絵染作家・三代澤本寿に染
めてもらったという暖簾が飾られています。扱うのは、
全国各地の陶磁器、ガラス、漆器、編組品など。オリ
ジナルの漆のお椀や弁当箱などもあります。父の健一
さんと共に店に立つ史帆さんは「流行に関係なく、作
り手の思いに共感できるものを紹介したい。人生なら
ぬ『もの生』を感じて、楽しんでもらえれば」と話し
ます。

松本市中央3-2-15
0263-33-7895
10：30～18：00
（企画展開催中は10：00～18：00）
不定休
「村松学 吹きガラス展」（４月25日～５月26日）

工藝マエストロ  宮原史帆さん

　松本の奥座敷・浅間温泉で、かつて湯治場だった建
物の一部を改装したギャラリー。日本庭園の中、階段
を降りていくと、日常からふと離れ、ゆるりとした空
気に包まれます。畳敷きの空間で行われるのは、全国
各地の作家の企画展。店主の瀧沢さんは、作品を知り、
実際に触れ、自らも使ってから、展示会を依頼するそ
うです。「作品にも鮮度があり、その時しか感じ取れ
ないものもある。ご縁のある方を紹介できるのは奇跡
的なこと」とも。

松本市浅間温泉3-11-4
0263-46-2066
10：00～18：00
企画展開催時の日・木曜定休
（それ以外は事前予約制）
「ウエダキヨアキ展 IX」（５月10日～６月１日）
４月12～26日は「ゆこもり20年のあゆみ展」を開催

手仕事扱い処GALLERYゆこもり  
瀧沢一以さん

松本と工芸の深い関わりに着目し、そこに新たなエネルギーを加えよう
と、2007年に始まった「工芸の五月」。毎年５月を工芸月間とし、松本
市内のギャラリー・ショップ、市の施設など約40か所で関連企画が開催
されます。クラフトフェアまつもとは、５月24日（土）・25日（日）の２
日間。「工芸の五月Official Book 15号」も販売中です。
詳細はオフィシャルサイトへ。

工芸の五月について  2025年４月29日（火・祝）～５月31日（土）
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　中町通りのビルの３階にある、器と絵を扱うギャラ
リー。壁に飾った絵画と、棚やテーブルに並んだ器は、
作家は違えど不思議と馴染み、柔らかな空間を生み出
しています。店主の錦織さんがセレクトするのは「お
うちのご飯がおいしくなるような、使い勝手の良い
器」。あれもこれもとメニューが５つほど思い浮かぶ
ものだと言います。ときどき、料理を盛りつけた写真
をアップしている「おいしそう」なインスタグラムも
ぜひチェックしてみてください。

松本市中央2-5-11 ナカツカビル3階
0263-32-4168
10：00～17：00　水・木曜定休
（企画展開催中は変更あり）
「陶とワイヤーアートの二人展」（４月25日～５月13日）、
「清沢孝之 個展」（５月2～27日）、
「樋山真弓 陶展」（５月23日～６月３日）

器と工芸 なかつか  錦織康子さん

　2000年オープン。白を基調に、洗練されたギャラリー
内には、陶器やガラス、革、布、ジュエリーなど、手
仕事の美しいもの、日々の暮らしで長く使えるものが
並びます。最近はカラフルなアイテムも少しずつ増え
てきたそうで、「好きなものは変わらないが、続ける
うちに間口が広がってきた」と滝澤さん。今後も、丁
寧な仕事、作家の思いを紹介しつつ、伝統的な技術や
それをベースに新たな挑戦をしている作品にも焦点を
当てたいと言います。

松本市中央2-2-6 高美書店2F
0263-38-0022
11：00～18：00　火・水曜定休
（企画展開催中は変更あり）
「胡桃のかご」と「シルクのかごバッグ」
（４月26日～５月６日）、
「Classic Ko 蒔絵ジュエリー展」（５月10～18日）、
「かさましこ」展  濱田友緒＋濱田窯 と 
額賀章夫＋N.Ceramic Studio（５月22～26日）、
「大桃沙織 鍛金の手仕事」（５月22日～６月８日）

ギャルリ灰月  滝澤充恵さん

クラフト、工芸、手仕事のまちと呼ばれる松本には、
多彩なギャラリーがあります。スッと背が伸びるよう
な、ちょっと頬が緩むような、どこか懐かしさを覚え
るような、個性あふれるお店。そこでは、さまざまな
アイテム、そして作家や店主の思いに触れることがで
きます。ゴールデンウイークと共に始まる「工芸の五
月」は、まちなかで工芸にまつわるさまざまな企画が
行われる、最もにぎわう季節です。見て、触れて、話
して、感じて。松本のまち歩きを楽しんでください。
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つの橋をチェックポイントにして、いつも「あの看板までは行って
みよう」「次は橋まで頑張ろう」と必死だった。ここに来ると、走
る時の一定の呼吸のリズムや、喉の底からのぼってくる血のような
味を思い出す。今もランニングコースとして有名で、寒い日も暑い
日も黙々とジョギングや散歩をする人を見かける。もっと走れる人
には金華橋、八竜橋、まだまだ遠くまで行ける。

そんな川沿いと山の景色が、５月になるとダイナミックに表情が変
わるのが良い。力強くいっせいに緑が芽吹き始める少し前の静かな
桜景色。あなたのお気に入りの桜はどこですか？

この川沿いの小学校に通っていたので、毎年薄川の堤防を
走るマラソン大会があった。筑摩橋、見晴橋、小松橋と三

3

桜の風景といえば、いかにも広告で見慣れたような映えそうなもの
を期待するけれど、だいたい4月の初旬はまだ寒くて曇りの日が多
く、地面の草も枯れたまま。山はぼんやり青く霞み、桜の色もピン
クというより白に近くて、実際には淡くて優しい印象の花見だ。

松本で桜といえば有名な場所はいくつも知られてい
る。迷った末に今回は薄川の堤防沿いの長い桜並木
を選んだ。歩道と車道の間にはユキヤナギの植え込
みが続き、白い小さな花がとても可愛い。桜と遠く
に雪が残る北アルプスとユキヤナギの組み合わせは
少し特別かもしれない。

もくもくと淡い桜

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
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