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　分枝前号にて我が創案に拠る「ゆるコラージュ」なる技法に就ひて
申し述べたり。コラージュに於ひては物を張合わせしが、其を張合わ
せずゆるく連結し位置を不確定とせしコラージュ、ゆるきコラージュ
なりてゆるコラージュ、又の名を不確定性コラージュと申したり。
　前号にては例として紐に拠る連結法を述べたりしが、連結法は紐の
みに非ず、他にも様々の法あり。
　器に水を張りて物を放つ。器形即ち物の移動範囲を定めたる故にゆ
るく連結せしめられたる故にゆるコラと成す。
　家族もまたゆるコラ也。法律等に拠りて連結されしが、位置は不確
定なる故なり。
　月は地球に重力によりてゆるコラされ居り、地球はその他の惑星と
共に太陽にゆるコラされ、太陽もまた銀河系にゆるコラされ居り。
　ゆるコラは我が創案なりしが、ゆるコラは自然を貫く神の造形法な
り。ゆるコラ的造形物に呪術的な物の多きこと、其の証なり。
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2007　信濃毎日新聞短歌欄イラスト担当

たかはしびわのページ http://takahashibiwa.web.fc2.com
2013 年 8月 3日～9月 30日 / マツシロオルタナティブ / 池田満寿夫美術館

不確定なる作品に就ひて

分枝 branching
http://branching.jp
branching 05
publish : 9,June.2013

チョッキー 1968 年ジョン＝ウイリアムス著
40 年前に書かれたこの本が２０１０年に新訳で発表された。
新鮮で、同時にああそうだったのか、と納得して読み終えた。チョッキー
は 40 年前だけのことでない。

近年色々な事が矢継ぎ早に起こる。まさか！と思っていた事も何回も経
験すると、そんなもんかなと思ってしまって、感覚が麻痺してしまう。
だから、自分があれ？と思える感覚は大事にしなくちゃと思う。あれ？っ
て思えなくなったらどうしよう‥。恐ろしい事だ。子どもや動物たちは、
本来本能としての判断力がある。だからわかっている。大人はみすみす
気付くチャンスを逃しているように思えてしまう。

天才的に例えば発明をしたり、文章を書いたり、音楽を兼ねでたり、作
品を創造したり、特別な能力を発揮できる人は（チョッキーに）選ばれ
た人なのだと思う。それをやっかんだりうらやんでいては、肝心な事に
気付けない。選ばれたひとがしている事から学ばなくてはいけないから。

地球は宇宙の中の芥子粒より小さい存在である事を自覚できたら、また
違った角度から物事を見ることができるのかもしれない。
ジョン＝ウイリアムスがまさにチョッキーに選ばれた人なのだと思う。

先日父の兄にあたるおじさんの家の、おじさんの書棚にギリシャ神話の
本をみつけた。そして何十冊のおじさんの日記も。もっと早くおじさん
が元気なときに、いや生きているときにおじさんにあいにいけばよかっ
たなと思った。

ギリシャ神話にかかわる一気に読める本　「パーシージャクソンとオリ
ンポスの神々全５巻＋番外編」
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　さて、円くなって座り楽器も用意できました（なんのことかわからな
い方々は” branching-04″をお読みください）。「どうなるのかな？」と
ドキドキです・・・というよりは、数々の楽器を目の前にして「どんな
音？」との興味が沸くのはあたりまえ、叩いてみたり手にとって振った
りといった行動が自然と発生します。オトナでもそうなんですからコド
モが多いともうタイヘン、気がつけばいろんな音が鳴りまくっています。
開始を告げようとする声は大小高低強弱多種多様雑多な音にかき消され
てしまい、みなさんの耳には届きません。

　そこで「みなさーーーん！はじめますので静かにしてくださーーーー
いっ！」なんて無粋な大声は出しません。混沌とした音の海の中によく
耳をすませば、キモチのイイ音の連なり（＝リズム）が必ずや見つかり
ます。それをドラムサークル全体へと広げていきます。同じように重ね
て叩いてみたり、手を上げて注目を呼んだり、みなさんのテンポが自然
にそろうように時間をかけて促していきます。自分の手にとった楽器だ
けに意識が向いていたみなさんですが、ここで自分以外の存在（＝音）
を気にし始めるのです。コミュニケーションの芽が出る瞬間です。

　この段階で私がリズムを提示してしまうと、「” 私” 対” みなさん全員”」
の関係から抜け出すことが難しくなってしまいます。ドラムサークルの
目的のひとつ「コミュニケーションを生み出し自分らしさを楽しむ」こ
とからはどんどん離れていってしまうのです。あくまでも拠り所はドラ
ムサークルを構成するみなさんの中から産み出されなければなりませ
ん。

　また、楽器個々の奏法を説明することもしないです。その日に出会っ
た楽器には自由なアプローチをしていただきたいのです。特にコドモた
ちの発想はすばらしく、こちらが思いもよらない楽しい行動を見せてく
れることが多々あります。あまりにも自分の手や楽器を痛めそうな場合
にはカンタンなアドバイスをしますが、ドラムサークルでは「いい音を
出すための練習」に取り組む必要はありません。

　なんとなくそろってきた状態からは「そろっているキモチよさ」を体
験していただきます。全体を止めてみる、数人ずつでやってみる、楽器
の種類ごとに分けて演ってみる、自分と他人とのつながりをより強く意
識していくチャンスが続きます。「他人に合わせる」ということをいろ
んなカタチで体験していくうちに、いつしか「他人も自分に合わせてい
る」ことに気づくことでしょう。受信しながら発信する、従属と主導が
次々と入れ替わる、リードしたらすぐフォローもする、みなさんの相互
関係がますます強くなっていきます。

　ここまでくると「みんなでやっている」意識が強くなってきます。同
時に集団行動に埋没することをヨシとせず、「ボクを見て！」「私を見
て！」といった風に主張をする” 音” が出現します。こういう音はとて
も強く、せっかくできあがりかけた調和を乱しがちです（ドラムサーク
ルが少人数の場合には、この種の音にたやすく支配されてしまいます）。

「キモチよさ」は「いやなカンジ」へと変わってしまいます。ここまで
の時間で築き上げたものがカンタンに崩れ去ろうとしています。さあ、
どうしましょう？

　続きは次号で。
　拙文、駄文、お読みいただきありがとうございました。
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仕事をしていると、昼前に母から電話が鳴った。
「おじいちゃん、もうダメかも・・」
その日がじいちゃんの命日になった。

３週間程前、じいちゃんと私たち一族は、名古屋にいた。私より一回り
若い従妹が、名古屋人のところへ嫁ぐことになり、地元長野から５時間
以上かけて、結婚式に出向いていたのだ。

祖父は９２歳ながら、自分でスタスタと歩き、何でも自分でやり、人の
手を借りることは無かった。その結婚式で、こんなことがあった。

教会の入り口には、３０センチ以上はある段差があった。会場に入るに
は、その段差を乗り越えていかなければ入れない。私は “やけにキツい
段差だな” と、ふっと思ったが、それ以上気にしなかった。

挙式が終わって、会場の外で記念撮影があるという。新郎新婦の後、出
席者が会場を出る際、式場のスタッフが、「段差がありますので、ご注
意下さい」と出口で皆に声を掛けていた。
会場の外では、新郎と新婦が華やかにスタンバイしていて、私はそちら
に気を取られていたが、そう言われてハッと思い出し、足下を気にしな
がらその段差を降りた。

すると、私の少し後ろで、「ドタンッ」と音がした。
振り向くと、じいちゃんが床に倒れていた。その瞬間、会場の作りに
カーッと怒りが湧いてきたが、従妹の手前もあり何とか気持ちを落ち着
けた。じいちゃんは眉間のあたりを床に打ち、アザになったが、「大丈夫、
大丈夫」と応えていた。

考えてみれば、「段差がありますので、・・」などというのは、その段差
でつまづくような問題が今までにあったからだ。声を掛けるよりもしな
ければならないことはあるだろうに。その段差のある褐色の床は、
色調デザインへの配慮のつもりなのか、段差を分かりづらくしていた。
つくづく出来の悪いものだと感じた。

たぶん、教会のヴァージンロードがガラス張りで、下に照明や花の装飾
をしてあったので、そのセットの為に会場全体を３０センチから底上げ
しているのだろう。それにしても、入り口のあの大きな段差は、手抜き
以外の何でもない。

私はどこか悶々としながらも、披露宴の席に着いた。淡々と宴が進む中、
じいちゃんは徐に席を立ち、式場のスタッフリーダーらしき男性に声を
掛けた。

「さっき私が転んだ挙式会場の入り口の段差だが、私の不注意もあるけ
れど、構造に問題があるんじゃないですか。」
私はなぜか嬉しかった。

じいちゃんは、曲がったことが嫌いな頑固な人だった。
じいちゃんの弱音を、私は一度も聞いたことがなかった。
ばあちゃんは、じいちゃんの一歩後ろを歩くような人だった。
祖父母夫婦は、戦中戦後の頃の夫婦像そのままだった。
ばあちゃんは、ここ数年で痴呆が進み、名古屋へは行かず、老人保健施
設に泊まっていた。

名古屋からの帰り道、マイクロバスに揺られながら、私たちはほとんど
が、眠っていた。夕方に名古屋から出たバスは、夜通し５時間から掛け
て長野へと向かった。前日からのちょっとした旅行で、みな少なからず
疲れていた。でもじいちゃんは一睡もせずに、バスの外の夜景をずっと
眺めていた。

「じいちゃん、少し寝たら？」
「いや、いいんだ。」
高速から見える夜景をただ静かに眺めながら、そう答えた。

帰宅したその日の夜半、じいちゃんは体調を崩し、翌日病院に入院した。
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ゆるコラージュ（制作中）　アルミホイル、ビニールひもなど、水
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に
感
じ
取
り
な
が
ら
も
男
は
濃
度
の
増
す
血
流
の
混

濁
の
外
へ
女
は
氷
原
の
白
い
植
物
の
よ
う
な
寡
黙
さ

の
上
空
へ
飛
翔
し
た
い
と
生
存
の
指
向
を
低
い
と
こ

ろ
か
ら
上
目
遣
い
で
位
置
さ
せ
つ
つ
差
異
を
尚
一
層

強
調
し
て
孤
立
す
る
涙
そ
れ
自
体
の
示
す
自
己
を
只

管
に
そ
し
て
白
地
に
裏
返
っ
た
現
実
の
リ
ス
ク
と
し

て
互
い
の
涙
流
が
決
し
て
交
わ
ら
な
い
確
信
の
証
と

な
っ
て
流
れ
出
る
の
だ
と
得
心
す
る
変
成
鉱
物
宛
ら

煌
め
く
濡
瞳
を
ま
ず
は
重
く
成
熟
さ
せ
る
の
だ
っ
た
。

　
男
は
立
ち
上
が
り
流
し
の
中
へ
頭
を
垂
れ
幾
度
繰

り
返
し
た
か
わ
か
ら
な
い
中
身
の
無
い
嘔
吐
を
細
く

長
く
落
と
す
。
蛇
口
か
ら
弱
く
流
し
た
水
を
頭
に
あ

び
て
結
露
で
濡
れ
た
硝
子
戸
を
開
け
途
切
れ
途
切
れ

に
息
を
す
る
と
そ
の
最
後
に
腹
が
縊
れ
た
逆
転
の
痙

攣
を
催
し
て
喉
か
ら
ヒ
ュ
ー
と
音
が
漏
れ
白
い
吐
息

を
吹
く
口
元
が
弛
緩
し
て
笑
う
般
若
の
面
と
な
り
太

腿
に
少
量
を
漏
ら
し
て
小
便
が
つ
つ
と
膝
の
あ
た
り

ま
で
垂
れ
た
よ
う
だ
っ
た
。
窓
硝
子
の
向
こ
う
の
靄

が
幾
度
も
形
を
変
え
る
の
を
濡
れ
た
瞳
で
真
っ
す
ぐ

に
み
つ
め
る
で
も
な
く
眺
め
て
い
た
女
は
そ
の
形
が

辛
夷
の
花
び
ら
だ
と
気
づ
く
と
ゆ
っ
く
り
握
り
し
め

て
痺
れ
た
指
先
を
ひ
ら
い
て
立
ち
上
が
り
見
知
ら
ぬ

い
き
も
の
を
眺
め
る
よ
う
に
瞼
を
切
れ
長
に
溢
れ
る

も
の
で
潤
ま
せ
た
ま
ま
男
の
背
へ
振
り
返
り
彼
の
為

に
た
め
息
を
堪
え
る
必
要
は
な
い
わ
と
唇
の
力
を
解

き
自
ら
の
軀
を
取
り
戻
す
つ
も
り
で
歯
の
裏
に
舌
を

添
え
る
。
申
し
合
わ
せ
た
よ
う
に
女
と
男
が
入
れ
替

わ
り
女
は
頬
を
流
れ
る
も
の
を
拭
う
事
も
せ
ず
に
夕

食
の
支
度
を
は
じ
め
る
。
ソ
フ
ァ
の
同
じ
場
所
で
先

程
と
全
く
変
わ
ら
な
い
姿
勢
で
嗚
咽
と
痙
攣
の
反
復

に
む
し
ろ
落
ち
着
い
た
よ
う
な
男
の
中
に
こ
の
涙
が

涸
れ
る
こ
と
が
現
在
の
切
迫
と
な
っ
て
膨
ら
み
は
じ

め
或
い
は
男
は
女
の
た
め
に
な
に
か
発
声
す
べ
き
か

と
幾
度
も
考
え
な
が
ら
そ
れ
が
で
き
な
い
ま
ま
深
い

底
へ
沈
む
堕
落
を
選
ぶ
。
気
怠
さ
が
自
分
を
ふ
い
に

裏
切
っ
て
色
情
に
変
わ
る
小
さ
な
怖
れ
を
指
先
で
か

き
回
す
よ
う
に
萎
れ
た
野
菜
を
洗
い
俎
で
こ
ん..

こ
ん

.

と
リ
ズ
ム
を
避
け
て
包
丁
を
使
っ
た
女
の
こ
し
ら
え

た
色
彩
の
乏
し
い
野
菜
炒
め
と
解
凍
し
た
白
米
の
他

に
彼
ら
の
食
卓
に
見
合
う
食
事
は
な
い
。
同
じ
よ
う

な
夕
食
を
幾
日
も
繰
り
返
し
て
い
る
。
ふ
た
口
箸
の

先
の
白
米
を
口
に
入
れ
て
立
ち
上
が
っ
た
女
は
ド
ア

を
開
け
外
へ
出
る
。
女
が
含
ん
だ
も
の
を
叢
に
吐
き

出
し
た
気
配
を
弱
く
聴
き
と
り
な
が
ら
男
は
女
の
衰

弱
を
受
け
止
め
る
こ
と
で
や
や
意
識
を
戦
慄
き
の
外

へ
取
り
戻
し
た
よ
う
に
汚
れ
た
下
着
を
着
替
え
た
が
、

暫
く
し
て
か
ら
女
が
唇
を
手
の
甲
で
拭
い
取
る
仕
草

を
爪
先
の
歩
み
の
速
度
に
乗
せ
る
よ
う
に
し
て
外
か

ら
戻
り
食
卓
に
座
し
な
ん
ら
か
の
促
し
を
待
つ
淡
い

目
付
き
で
男
を
凝
視
し
た
が
夫
は
無
力
無
能
で
あ
る

こ
と
を
敢
え
て
説
明
す
る
か
に
涙
を
垂
ら
し
顎
を
ひ

い
て
俯
き
背
を
丸
め
て
犬
猫
の
如
く
飯
を
啜
り
喰
う
。

男
は
夜
半
に
な
る
と
必
ず
呑
み
続
け
た
酒
は
も
う
欲

し
い
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。

　
妻
は
湯
槽
の
中
で
は
声
を
漏
ら
し
て
泣
い
た
。
そ

の
自
ら
の
嗚
咽
の
エ
コ
ー
を
蝸
牛
記
憶
に
耳
を
澄
ま

し
て
焦
点
の
失
せ
た
幼
児
の
よ
う
な
瞳
で
今
度
は
押

し
黙
っ
て
必
ず
そ
の
ま
ま
ベ
ッ
ド
に
横
た
わ
り
薄
い

タ
オ
ル
ケ
ッ
ト
を
全
身
に
巻
き
付
け
身
を
固
定
し
て

枕
元
の
灯
り
を
消
し
た
暗
闇
の
中
長
い
時
間
瞼
を
閉

じ
る
こ
と
は
な
い
。
気
づ
か
ぬ
内
に
眠
り
気
づ
か
ぬ

う
ち
に
く
っ
き
り
と
同
じ
姿
勢
で
目
覚
め
そ
の
鋭
利

な
瞼
の
輪
郭
で
夢
な
ど
切
り
捨
て
る
よ
う
に
忘
却
す

る
反
復
を
狂
い
な
く
正
確
に
行
え
ば
自
分
の
呼
吸
は

止
ま
ら
な
い
と
だ
け
女
は
考
え
る
。
男
は
女
を
後
ろ

か
ら
抱
く
よ
う
に
寄
り
添
っ
て
幾
度
か
共
に
眠
っ
た

が
触
れ
れ
ば
必
ず
柔
ら
か
く
解
か
れ
た
女
の
軀
は
稜

線
を
保
ち
な
が
ら
も
濡
れ
た
繭
と
な
り
男
の
火
照
っ

た
手
首
が
ま
わ
さ
れ
た
女
の
肌
も
骨
も
照
応
の
気
配

は
な
い
。
男
は
屡
々
そ
っ
と
ベ
ッ
ド
を
離
れ
場
所
を

移
動
し
て
キ
ッ
チ
ン
の
床
や
ソ
フ
ァ
洗
面
所
や
書
斎

の
床
に
丸
く
な
り
ふ
い
に
立
ち
上
が
っ
て
蛇
口
か
ら

大
量
の
水
を
呑
み
明
け
方
ま
で
弛
緩
し
た
嗚
咽
と
失

神
の
よ
う
な
浅
い
眠
り
を
繰
り
返
す
。
時
折
夢
と
現

実
が
入
れ
替
わ
る
目
覚
め
の
驚
き
が
男
に
訪
れ
る
一

瞬
流
れ
る
も
の
が
な
く
な
っ
た
か
に
目
元
が
乾
い
た

け
れ
ど
も
両
手
を
眺
め
て
馴
染
み
の
軀
へ
戻
り
や
は

り
ま
た
痛
み
に
咽
ぶ
か
の
流
涙
に
ま
み
れ
る
の
だ
っ

た
。
男
が
肌
を
寄
せ
て
も
深
夜
に
物
音
を
た
て
て
も

女
は
変
わ
ら
な
い
姿
勢
で
瞼
を
開
け
そ
し
て
瞼
を
閉

じ
た
。
女
の
朝
は
月
経
の
痛
み
の
血
が
涙
と
な
っ
た

か
の
日
々
と
な
り
生
理
で
は
な
く
て
も
下
半
身
は
絶

え
ず
重
怠
い
。
朝
早
く
か
ら
黙
々
と
草
毟
り
を
す
る

男
の
丸
い
背
を
時
折
ぼ
ん
や
り
見
つ
め
な
が
ら
取
り

込
ん
で
畳
ん
だ
乾
い
た
物
ま
で
広
げ
て
あ
た
ら
し
く

汚
し
洗
濯
を
す
る
。
男
と
女
が
泣
き
は
じ
め
て
幾
度

か
他
愛
な
く
交
わ
し
た
会
話
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
が
即
座
に
亡
失
す
る
囁
き
で
あ
り
交
わ
さ
れ
て
発

酵
す
る
意
味
を
持
た
な
か
っ
た
。
ふ
た
り
と
も
涙
の

止
ま
る
時
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
喪
失
の
会
話

と
同
様
流
れ
始
め
れ
ば
空
白
の
乾
き
を
流
し
去
っ
た
。

女
は
潤
ん
だ
瞳
だ
か
ら
男
の
こ
と
が
以
前
よ
り
も
よ

く
見
え
な
い
の
で
き
っ
と
彼
も
そ
う
な
の
だ
ろ
う
と

弱
く
幾
度
か
陽
射
し
の
下
で
眩
し
そ
う
に
顎
を
あ
げ

て
思
っ
た
。

　
遅
か
っ
た
春
が
過
ぎ
新
緑
が
眩
し
い
季
節
に
な
っ

て
も
ふ
た
り
に
と
っ
て
瑞
々
し
く
流
涙
を
促
す
だ
け

で
あ
り
日
々
の
健
や
か
で
あ
る
べ
き
営
み
の
些
末
な

仕
草
や
感
覚
を
都
度
白
い
薄
紙
で
包
み
空
へ
飛
ば
す

よ
う
に
ど
こ
か
へ
喪
失
さ
せ
る
為
に
必
ず
夕
刻
か
ら

や
は
り
ソ
フ
ァ
の
両
端
に
同
じ
よ
う
に
ぼ
っ
た
り
と

座
る
の
だ
っ
た
。
ふ
た
り
を
心
配
し
た
来
客
が
あ
り

二
泊
ほ
ど
一
緒
に
連
れ
立
っ
て
温
泉
宿
に
日
帰
り
で

付
き
合
い
夕
食
の
時
は
笑
っ
て
い
た
と
客
は
帰
り
道

胸
を
撫
で
下
ろ
し
た
け
れ
ど
も
、
見
送
っ
た
男
と
女

は
服
装
を
着
替
え
る
よ
う
に
表
情
を
落
と
し
ソ
フ
ァ

の
同
じ
場
所
に
座
っ
て
頬
を
光
ら
せ
る
。
ど
ち
ら
か

ら
と
も
な
く
流
涙
が
戒
め
た
禁
忌
の
緊
縛
を
踏
み
越

え
交
わ
っ
た
夜
も
あ
り
一
層
泣
き
な
が
ら
互
い
の
頬

を
拭
い
つ
つ
女
は
男
の
皮
膚
を
傷
つ
け
男
は
肉
を
強

く
掴
み
堪
え
た
力
を
融
か
す
時
と
し
て
了
し
塩
辛
い

口
を
吸
い
合
っ
た
。
床
の
中
で
濡
れ
た
瞳
が
真
っ
す

ぐ
に
繋
が
っ
て
い
て
も
透
明
な
曖
昧
が
湧
き
出
る
深

い
淵
と
な
っ
て
捕
ら
え
ど
こ
ろ
な
く
差
し
出
し
た
指

を
噛
ん
で
も
皮
膚
を
嗅
い
で
も
そ
の
湛
え
は
変
わ
ら

な
い
。
交
わ
り
の
果
て
で
こ
こ
か
ら
も
涙
が
あ
ふ
れ

て
い
る
と
性
器
に
手
首
を
導
い
た
女
は
男
に
代
謝
の

声
で
囁
い
て
浮
き
上
が
っ
た
初
め
て
出
会
っ
た
者
同

士
の
表
情
を
ふ
た
り
は
隠
さ
な
い
。
夏
に
な
り
蝉
の

鳴
き
声
が
五
月
蝿
く
な
っ
た
あ
る
朝
ふ
た
り
同
時
に

泣
い
て
い
る
こ
と
の
羞
恥
が
す
と
ん
と
失
せ
こ
の
時

か
ら
瞼
が
赤
く
腫
れ
た
ま
ま
頬
を
光
ら
せ
た
ま
ま
買

物
に
連
れ
添
っ
て
出
掛
け
る
よ
う
に
な
り
そ
れ
を
奇

態
と
し
て
度
々
姿
を
見
か
け
る
近
隣
の
住
民
か
ら
ひ

そ
ひ
そ
と
在
ら
ぬ
差
別
の
噂
が
聴
こ
え
る
よ
う
に
な

っ
た
が
、
こ
の
奇
妙
な
家
に
郵
便
を
配
達
す
る
若
い

男
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
と
時
に
は
外
に
出
て

直
に
受
け
取
る
男
が
涙
を
流
し
て
い
て
も
反
復
の
う

ち
で
奇
妙
と
思
わ
な
く
な
っ
た
。
ふ
た
り
の
立
ち
姿

も
ど
こ
か
た
っ
ぷ
り
と
地
に
生
え
た
風
情
を
醸
し
近

隣
の
揶
揄
め
い
た
風
評
も
男
と
女
に
と
っ
て
は
意
味

は
な
く
そ
の
表
情
を
辺
り
は
垣
間
み
て
弱
く
萎
え
て

い
く
。

　
盛
夏
に
は
多
く
の
友
人
が
訪
れ
て
ふ
た
り
の
泣
き

濡
れ
た
様
子
に
驚
き
時
に
慰
め
の
声
を
か
け
時
に
道

化
て
笑
い
を
呼
び
込
む
努
力
を
繰
り
返
し
或
い
は
一

人
の
男
が
お
前
た
ち
い
い
加
減
に
し
ろ
と
語
気
を
強

め
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
変
わ
ら
ず
に
い
る
ふ
た
り
の

あ
る
種
不
動
の
姿
勢
と
は
い
っ
て
も
ど
こ
に
も
頑
固

は
見
受
け
ら
れ
な
い
植
物
の
よ
う
な
佇
ま
い
に
や
が

て
声
を
失
い
幾
度
も
振
り
返
る
よ
う
に
帰
っ
て
い
く
。

　
哀
し
み
の
感
情
が
涙
に
張
り
付
い
て
い
た
時
間
を

気
づ
か
ぬ
う
ち
に
踏
み
超
え
た
ふ
た
り
に
は
流
涙
自

体
が
黒
子
の
よ
う
な
一
点
に
昂
ぶ
る
感
情
を
示
す
だ

け
の
も
の
で
は
な
く
な
り
つ
つ
あ
り
猛
暑
の
中
の
全

身
か
ら
の
発
汗
で
あ
っ
て
も
便
座
で
の
糞
尿
で
す
ら

涙
と
の
つ
な
が
り
が
感
じ
ら
れ
、
延
々
と
溢
れ
出
る

こ
と
は
む
し
ろ
穏
や
か
で
清
心
な
振
る
舞
い
仕
草
の

ひ
と
つ
と
結
晶
化
さ
れ
た
よ
う
な
感
触
が
軀
に
繊
維

の
よ
う
に
広
が
っ
て
い
た
。
は
じ
ま
り
は
哀
し
み
と

憤
怒
で
涙
が
流
れ
た
筈
の
ふ
た
り
だ
っ
た
が
流
涙
の

カ
ー
テ
ン
越
し
に
壊
れ
を
隠
さ
な
い
互
い
を
み
つ
め

る
う
ち
に
涙
そ
の
も
の
が
肉
体
に
対
し
て
修
復
す
る

精
神
の
楔
で
あ
る
と
気
づ
か
さ
れ
る
と
同
時
に
こ
の

身
体
的
特
異
の
持
続
を
許
し
許
さ
れ
る
こ
と
が
で
き

る
の
は
男
に
と
っ
て
こ
の
女
で
し
か
な
く
女
に
と
っ

て
こ
の
男
の
他
は
存
在
し
な
い
の
だ
っ
た
。

　
初
秋
ひ
ね
も
す
流
涙
は
女
は
古
着
を
直
す
裁
縫
や

木
花
の
手
間
に
支
え
ら
れ
一
時
の
冷
た
さ
か
ら
や
や

温
か
く
な
っ
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
流
れ
る
も
の
も
粘

性
が
消
え
頬
を
水
滴
と
な
っ
て
転
が
り
落
ち
る
よ
う

に
な
り
男
へ
振
り
返
え
り
す
っ
か
り
狂
っ
て
し
ま
っ

た
わ
ね
と
ほ
ん
の
少
し
微
笑
み
な
が
ら
泣
く
。
一
年

を
休
職
と
し
た
男
の
そ
れ
も
嗚
咽
が
消
え
初
期
の
女

の
よ
う
に
背
を
伸
ば
し
た
軸
か
ら
結
露
の
よ
う
な
自

然
さ
で
零
れ
る
感
触
と
な
り
饂
飩
を
打
っ
て
茹
で
上

げ
た
食
事
も
時
折
こ
し
ら
え
る
。
少
量
の
夕
食
も
ふ

た
り
と
も
嘔
吐
す
る
こ
と
な
く
残
さ
ず
に
ゆ
っ
く
り

時
間
を
か
け
て
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
腫
れ
上
が

っ
た
瞼
も
皮
膚
が
破
れ
た
よ
う
だ
っ
た
頬
も
落
ち
着

い
て
白
く
透
き
通
り
あ
る
種
清
明
な
表
情
を
顕
し
ふ

た
り
と
も
泣
く
こ
と
が
生
の
営
み
に
静
か
に
落
ち
着

い
た
と
頷
く
。
葉
の
落
ち
始
め
る
頃
に
は
ふ
た
つ
の

植
物
が
重
な
る
よ
う
に
静
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部屋に通されたあと早速ダンスのスタジオをのぞいてみた。
そのスタジオはなんと馬小屋の二階につくられており、そこに行くため
には馬小屋を通らなければならない。干し草と馬のにおいを胸いっぱい
に吸い込み階段を上がって行くとそこには真っ白い空間が広がっていた。
大きな窓から入る太陽の光がなんとも不思議な雰囲気を作り上げていて、
ここが馬小屋の２階だなんて忘れてしまいそうだ。
ダンサーの動く音と作品に使われる音楽があいまって　ぴん　とした空
気を作り出す。
何かを生み出す場所はいつも心地よい緊張感が存在している。
身体を使う表現者と一緒にものをつくる時、特にそれを実感する。
自分だけでは緩んでしまう糸が気持ちよく張っているのを感じるからだ。
ここ、何年かの間でいろいろなダンサーの方と一緒に作品をつくってき
た。
彼らに共通しているのは踊っている時の人格と普段の人格が少し違って
いること。
普段はたいていみんな穏やかでフレンドリー。
しかし、いざ踊るや否や目つきは変わり鋭いまなざしと動きで私を魅了
するのである。
やはり踊りとはトランス状態であり、人の通常の意識とは異なる感覚な
のだと思う。
解放であり、エネルギーそのものであるのだ。
今回始めて会ったダンサーたちもそんな感じだった。
もっと彼らと作品をつくりたいと感じさせる魅力的なダンサーとの出会
いは私の意欲をいつも高めてくれる。それらダンサーにもらった力を”
衣装” という形に変換させて返すというやり取りをもう少し続けてみよ
うと最近思っている。

つづく
次回にて Hellertown の思いで最終

山上晃葉
Akiha YAMAKAMI 1984~

Hellertown の思いで -2-

竹之内博史
Hiroshi TAKENOUCHI 1972~

道具への依存によって失うもの

山上晃葉　Akiha Yamakami
1984 年長野市生まれ　NY.Brooklyn 在住

美術作家
　　　　身体をモチーフに版画や布を用いて立体作品を制作。

国内外で発表を重ね、数年前よりダンスとのコラボレーションを始める。
自らの作品を” ソフトスカルプチャー=柔らかい彫刻 ” と呼び、

ダンサーの衣装なども手がける。
2009年多摩美術大学大学院絵画専攻版画研究領域修了

http://akihayamakami.com

竹之内博史 Hiroshi Takenouchi 
1972 年長野市生まれ 神奈川在住　プロダクトデザイナー
多摩美術大学立体デザイン専攻プロダクトデザイン専修卒
慶應義塾大学　政策・メディア研究科前期博士課程修了

Design Office BRIDGE主催
慶應義塾大学　環境情報学部　講師

研究領域
認知心理学（担当授業：デザイン言語ワークショップ造形・プロダクト、デッサン基礎講座）

photo by Akiha YAMAKAMI

肺炎だった。
翌日、入院したと聞いた私は、正直、その診断を聞いて少しホッとして
いた。肺炎は、今ではそれほど大変な病気ではないと勝手に思っていた。

ついでに私の家族も名古屋から帰ってきて、子供３人が順繰りに熱を出
し、すぐに見舞いにいけず、その週末に少しだけ病院に顔を出した。

病院では、私たちの他にも、幾人かの親族が見舞っていた。
それでもじいちゃんは、心配して集まる身内に「いいから、帰りなさい」
と、促すのだ。祖父の気の強い言葉に、皆和んだ。

ところが翌週、病状は悪化する。肺炎の薬を処方しても改善せず、
肺に水が貯まり酸素吸引無しではいられなくなったという。老化のため、
肝臓と膵臓もあまり機能していないともいう。そして、肺の力が無くな
り、言葉が出せなくなっていった。
担当医からの説明はどんどん深刻になり、

「もう退院することはないだろう」とまで言われるようになっていた。

その週末も、家族を連れて病院へいった。子供達は、周囲の心配つゆ知
らず、ところ構わず騒ぎ立てて、じいちゃんに「また来たのか」と言わ
れるほど。私たちが帰り際、じいちゃんは子供達に「バイバイ」と手を
振ってくれた。子供達も手を振って返した。その言葉が、私が聞いた最
後の言葉になった。

もう効果が期待出来ないから肺炎の薬を止めたそうだと嫁から聞いた
日、仕事帰りに病院にいくと、親戚のおばさんが、

「じいちゃん、歌が好きだったから歌ってあげたいんだけどさ。。歌詞が
分からないよ」
という。
私はとっさに閃き、スマートフォンを取り出して、思いつく歌をじいちゃ
んの耳元で聴かせてあげた。曲を流すと、ずっと目を瞑っていたじいちゃ
んが目を開けて歌に耳を傾け始めた。そして聴きながら、涙を流すのだ。

これまで、じいちゃんの涙をほとんど見たことが無かった私は、喜んで
くれたことが嬉しくもあり、その弱々しさに切なくなりながら、1950
年頃の歌謡曲をいくつも流してあげた。戦争を経験した祖父だったが、
戦後の歌の方が好きなのだと、そのとき叔母さんから初めて聞いた。

途中、じいちゃんは、聴きたい曲があったのか、何か私に伝えようとし
ていたが、もう言葉を発音する力はない。それでも、力ない手を動かして、
スマートフォンをより自分の耳元へと近づけて聴いていた。

この時ほど、携帯電話の進化に感謝したことはなかった。

約１時間半ほど歌を聴いた後、じいちゃんはまた目を瞑った。
「また明日、来るね。」
それに答えるように、じいちゃんは荒いため息のような返事をした。

その日、家に帰ってから、じいちゃんの好きそうな歌を録音して CD に
焼き、翌朝病院に行くお袋のテープルにラジカセと一緒に置いた。

翌日の夕方、病院でじいちゃんがまた何か言おうとしていたが、発する
音は昨日よりさらに弱くなっていた。じいちゃんが言おうとしていたこ
とが気になり、その日の夜も、違う曲を集めて CD に焼いた。

その次の日、朝から看病していたお袋からの連絡で、仕事を早退して病
院へ向かった。夕方、じいちゃんは息を引き取った。

じいちゃんが入院している間、痴呆のばあちゃんは、自分の家にいなが
ら、「あたし、うちへ帰りたい」と繰り返していた。
現実と想像の世界で、じいちゃんがいない家を自分の家と思えなかった
のかもしれない。

出棺のとき、そんなばあちゃんは、すみれの花をじいちゃんの顔に添え
ながら、「追いてかないで」と泣いた。

私は後悔した。
もっと早く、じいちゃんがまだ喋れるうちに、
聴きたい曲を聞いておけば良かった。

約一世紀近くにもなる長い人生の中で、
たかだか６０曲ほどの曲の中に聴きたい曲はあったのかな。
今も手元にある、焼くことが出来なかった歌のリストに、

一番聴きたかった曲があったかもしれない。

寝ないででも、作って聴かせてあげれば良かった。

火葬場の煙突から、じいちゃんが天に昇っていく煙りを見ながら、心と
は裏腹に、その日はポカポカとした心地よい春の日だった。

チョッキー [単行本 ]ジョン ウインダム (著 ), 金 利光 (原著 , 翻訳 ), John Wyndham (原著 ) /
パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々　盗まれた雷撃 [単行本 ]リック リオーダン (著 ),
Rick Riordan (原著 ), 金原 瑞人 (翻訳 ) ＊画像 amazonより
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リトミック長野合宿 / アルカディア飯綱

新しい道具が市場に出回る時、ネガティブな観点から「使わないほうが
良い」と判断する人は少なくない。一方で新しいものに飛びつく「アーリー
アダプタ」は新しい道具を使って今までとは異なる視点を得る。双方と
も間違いではないが、より理想を求めるならば各々の判断のその先を考
えるべきだと思う。道具の機能と人の能力のトレードオフは使い古され
た言葉かもしれないが、実際にはその言葉が示しているものには行き着
いていない。下記の例を知った上で、「私たちはどうしたいのか」を真剣
に考え、道を決めていくべきである。

１、メモリ機能への依存

「電話番号に関する意識調査」の結果が NTT 番号情報から発表されてい
る。この調査の結果の中で 8 割が「電話番号が覚えられない」ことがわ
かり、また 5 人に 1 人が「自分の携帯番号を覚えていない」などが報告
されている。
この調査はユーザが 104 に電話し、案内された電話番号にそのままつな
ぐサービスが 2007 年 7 月 1 日より開始されることにあわせて、10 代
から 60 代以上の男女 400 名を対象にインターネット上で実施された。
発表された内容は、「最近電話番号を覚える機会が減ったと感じますか」
という設問に対して 92.8% が「はい」と回答している。また、その理由
としては「最近の電話にメモリがあるため」という回答が挙げられている。
また、「ここ数年で電話番号が覚えられなくなったと感じている」という
回答は 80.5% であった。さらに「電話番号がわからなくて（もしくは忘
れてしまい）困ったことがある」と回答した 51.3% のうち、72.2% が「携
帯電話の充電が切れて困った」と回答し、電話機のメモリ機能に依存し
ている現状がわかった。
　また、19.3% の被験者が自分の携帯番号（持っていない場合は自宅の
番号）を覚えていないこともわかった。特に 26.0% の女性が自分の携帯
電話の番号を覚えていない。覚えている電話番号は、恋人の番号が 7.4%

（未婚女性）、配偶者の番号が 50.0%（既婚女性）という結果だった。男
性では恋人の番号が 15.1%（未婚男性）、配偶者の番号が 29.5%（既婚男
性）という結果が発表されており、パートナーの電話番号を覚えている
人は少ないという結果だった。

２、機能と能力のトレードオフ

上記の調査では小学生などの低年齢層に関する結果は公開されていない。
しかしメモリ機能に依存した状況は成人ばかりでなく低年齢層でも同じ
ことが想定できる。仮に携帯電話が何らかの原因で使えないときに災害
や事件に巻き込まれた場合、自宅の電話番号や親の携帯番号を覚えてい
れば緊急時に公衆電話などを使って連絡ができるが、覚えていなければ、
連絡する手段を失ってしまうことになる。近年、防犯目的の携帯電話が
低年齢層用に販売されているが、バッテリー切れや故障などのトラブル
は少なからず起こりうることを考慮すると、電話番号を覚えていないと
いうことは大きな危険にさらされていることになる。
つまり、電話番号の記憶を補助するメモリ機能は便利だが、失ってしま
うことでユーザは連絡手段を持たない存在になってしまう。
携帯電話のメモリ機能そのものは人の生死に直接関わる機能ではないか
もしれないが、それを使ったユーザは、番号を記憶しなくなることは事
実である。便利な機能と、人の能力のトレードオフというと、使い古さ
れた考え方のように感じるが、それらが及ぼす影響を考える必要がある。

この度、端午の節句、善光寺門前に御菓子屋を構えさせて頂きました
藤田九衛門商店と申します。

私は、今まで日本料理の板前として修行を積んで参りました。
御菓子については、茶の湯の稽古で造っておりましたが 、「造った事が
ある」程度、菓子店で本格的に働いた経験は御座いません。
今回　菓子屋を始めるにあたって、今一度勉強し直しておるところで
御座います。

さて、和菓子とはいったい何か？どういう定義で和菓子と呼ばれてい
るのだろうか？あんこ” が入っていれば和菓子なのか？油を使わなけ
れば和菓子なのか？
大方の人は、あんこが入っていればなんとなく、和菓子と呼んでいる
感じではないでしょうか？
現在のあんこはいつごろから広まってきたかと申しますと、砂糖が一
般に出回り始めた江戸時代中期以降。つまり日本の歴史 2000 年の中
のたった 300 年前のお話。それ以前は、果物、木の実。中国からの唐
菓子。金平糖、カステラのような南蛮菓子。調べれば調べるほど和菓
子とはいったい何か ? 判らなくなっております。

いつの日か近い将来、小豆のあんこは食卓から消えてなくって、まっ
たく新しいお菓子が和菓子と呼ばれている日が、あるかもしれません
ね。

和菓子の定義の結論は、今の私には到底出せません。今出来る事に最
善を尽くし、人と人を繋ぎ” 和” を取り持つ菓子を創っていくことに、
精力を注ぎたいと考えております。

藤田九衛門商店　店主拝

藤田治
Osame FUJITA

藤田治 Osamu Fujita
藤田九衛門商店 代表
長野市東ノ門町 400-2

080-3393-3729
fujita.kuemon@gmail.com

http://fujitakuemon.wordpress.com

和菓子とはなにか？

鯉焼き

梅田明雄
Akio UMEDA 1957~

梅田明雄 Akio Umeda 1957 年愛知県豊田市生まれ
長野県千曲市在住
梅田版画工房主催
http://u55.jp

https://www.facebook.com/akio.umeda
2013 年 8月アリコ・ルージュトポス高地（梅田明雄展）

オイラ流昼食レシピ 激辛カレー編

　最近家で仕事をしているので合間にてれびを何気なく見ている。観て
いるとは言わない。政治のネタか震災のネタがほとんどである。それ以
外はてれびショッピングばかりである。政治に対するメディアの閉塞感
は恐ろしい。政権は 1994 年以降野党は消えてしまい殆ど我々と変わら
ない凡人がゆるく政治を行っている。てれびではその事実に触れない。
だから時代劇を見ているような紋切型で紋所などないのにけりがついた
ような報道。
　で、ここで改めて云うわけでもなく田中角栄以降政治家は一人も居な
いのと同じ体制で 30 年近く国内の政治的争いを反復している。何故田
中角栄が政治家かと言うと元々土建会社の社長、それも 20 代で。では

納和也
Kazuya OSAME 1971 ~

てれび

納和也 Kazuya Osame クリエイター
 1971 年埼玉県熊谷市（旧妻沼町）生まれ
オブセオルタナティブ企画コーディネーター

マツシロオルタナティブ開発スタッフ
2013 初秋 Depression Intersubjective 出品作家

西達也
Tatsuya NISHI 1974 ~

置時計

西 達也 Tatsuya Nishi 1974~ グラフィックデザイナー
長野市戸隠生まれ／戸隠在住

東京の印刷会社、プロダクションを経て 2011年帰郷
2012年冬より独立兼 FlatFile スタッフ

2013年 NISHIGRAPH 主催
nishi24tatsu@true.ocn.ne.jp

ぼくは今年で 39 歳になります。
あたりまえですが来年は 40 歳です。
一言で 40 と言われてもあまりピンときませんが、
すでに 40 年生きてきたことになります。
40 年生ですね。
40 年生って、かなりですね。
キテレツの勉三さんもビックリな浪人ぶりです。
おそらく腰を抜かしますね勉三さん。
腰が飛び出るんじゃないでしょうか。

そう言えばキテレツ大百科という漫画本は、
後にも先にも、祖父に買ってもらった唯一の本でした。
小 3 か小 4 の頃、
確か祖父が長野市内へ出掛けた際のお土産でした。

うれしかった反面、子どもながらにとても複雑な心境でした。
当時キテレツは全くの無名で、
周りはキン肉マンやらドラゴンボールが流行っていた時代です。
にもまして、いきなりの 3 巻！
しかも 3 巻 1 冊だけ！
3 巻といったら大抵の漫画は主要な登場人物の紹介が終わっています。
なにものだよコロ助って～！とか、
なんでキテレツって言うんだよ～！とか、
どことなくドラえもんに似ている～！とか。

そもそも祖父も年老いていたので、
もしかしたらドラえもんをパクった変な漫画を、
怪しい書店のこれまた怪しい店員に、

「これドラえもんの最新刊ですよ！」
「お孫さん絶対喜びますよ！」
なんて詐欺まがいなことを言われ、
騙されたのにも気付かずに嬉しさ満タンな気分で買ってきたのかな、
なんてことを当時本当に思ったりしていました。
なので、

「どうしていきなり 3 巻なの？」とか、
「なんで少しドラえもんに似てるけどドラえもんじゃないの？」
なんてことは、口がさけようが、鼻血がでようが、
その鼻血が止まらなくて喉に入ってくるのが気持ち悪くて
たまに口から出すと口から血が出ることに少し怯え、
でも喉に入った鼻血の気持ち悪さが勝ってしまうようなことがあって
も、
祖父には聞けませんでした。

その後キテレツ大百科はテレビ放映され人気を博しますが、
その当時のぼくの意味不明なハイテンションな状態は、
かなり不可解だったに違いありません。

数年後、祖父は他界しました。
果たして祖父は厳格だったのか、それとも優しかったのか、
おしゃべりだったのか、無口だったのか。
二人に会話があったのか、なかったのか。
そもそもどんな人物だったのか。
いまはもう分からないままです。

それでも実家は少しずつゆっくりとリフォームを繰り返し、
いまぼくは当時祖父が暮らしていた部屋に住み、
もう動かない祖父の形見の置時計を大切に飾りながら、
時々キテレツ大百科第 3 巻を想い出しては、
ニヤニヤと思い出し笑いを浮かべ、
もうすぐやってくる今年のお盆を迎えるでしょう。

店の冬休みを利用して小さなデッサン教室に４回ほど通ってみました。
生まれてはじめてのクロッキとデッサン。とにかくとっても集中して楽
しい２時間半でした。2Ｂの鉛筆と練り消しゴム。光と影と反射光（？）
はすてきです。

「体が硬いこと」「歌が下手なこと」そして「絵が描けないこと」私の 3
大ウィークポイントがもしかしたら 2 大ウィークポイントになるかも！
60 歳を前に楽しいことを見つけました。!!
ビギナーズなんとか（？）っていわないでね。

徳武安紀子
Akiko TOKUTAKE 1955~

デッサン教室

徳武安紀子 Akiko Tokutake 1955 生まれ
明治学院大学卒業劇団民衆舞台所属 30才で飯綱町に転居

料理店アリコルージュ開店現在にいたる。
マリオネットオペラを主催毎年開催

欧風家庭料理アリコ・ルージュ restaurant haricot rouge
電話 026-253-7551

2013 年 5月～12月迄アリコ・ルージュ店内にてトポス高地（個展スタイル）
5月 吉村正美 Masami YOSHIMURA
6月 松田朕佳 Chika MATSUYDA 
7 月 川合朋郎 Tomoro KAWAI
8 月 梅田明雄 Akio UMEDA

9月 丸山玄太 Genta MARUYAMA
10月 前田聡子 Satoko MAEDA 

11 月 たかはしびわ Biwa TAKAHASHI
12 月 町田哲也 Tetsuya MACHIDA

＊オンザテーブル 8 月 ~ 廣田義人 Yoshito HIROTA

TOPOS Highland Haricoit Rouge 2013
欧風家庭料理店「アリコ・ルージュ」

長野県飯綱町川上 2755 飯綱東高原 飯綱高原ゴルフコース前
phone 026-253-7551

営業時間 12時 ~20時 30分
休館・定休日 火曜

http://homepage3.nifty.com/haricot/
http://toposnet.com

photo by Akiha YAMAKAMI

流星

春の陽になめてみたいの赤子尻

広報機人捜しをり春の泥

外泊の春の夜ぬるし茶パツ猫

曖昧なうた口ずさみ春の風

せめてもの骨の太さやいぬふぐり

天神の絵馬膨らみつ春日和

夏の宵詣での人の姿勢よし

酸漿よ鬼の灯となれ冷徹に

見上げればつまらなき空神の留守

冬月の琥珀に進化とどめけり

佳雫
Kada  1959～

佳雫（俳号）・ナカムラジン Jin Nakamura
1959 年 長野県生まれ　美術家・Design unit　PIVOT アートディレクター

信濃追分文化磁場「油やプロジェクト」理事
ART PROJECT 沙庭主宰
http://nakamurajin.com
info@nakamurajin.com

未録／ MIROKU／下図 / work by Jin NAKAMURA

人
と
人
を
【
つ
な
げ
る
】
と
い
う
言
葉
に
違
和
感
を
覚
え
る
。

つ
な
ぎ
役
の
意
図
だ
ろ
う
か
。

人
は
話
す
こ
と
で
自
然
に
【
つ
な
が
る
】
と
考
え
る
。

ま
る
で
す
べ
て
が
決
め
ら
れ
て
い
た
か
の
よ
う
に
。

つ
な
が
ら
な
い
と
き
は
思
い
が
不
十
分
な
と
き
。

や
り
た
い
こ
と
、
変
わ
り
た
い
こ
と
、

い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
だ
れ
に
で
も
話
し
て
み
よ
う
。

い
つ
か
、
き
っ
と
【
つ
な
が
る
】、
そ
し
て
物
事
は
前
進
す
る
。

私
は
目
標
を
語
る
、
近
所
の
小
学
生
に
も
、
企
業
の
社
長
に
も
。

で
も
、
い
っ
ぱ
い
恥
を
か
く
。。

【
つ
な
げ
る
】と【
つ
な
が
る
】

安
達
浩
平

K
ohei AD

AC
H

I 1979~

安
達
浩
平 Kohei ADACH

I
1979

年
山
形
県
村
山
市
生
ま
れ 

長
野
県
長
野
市
在
住 

自
営
業　

2011

年 

暮
ら
し
を
た
の
し
く
す
る
雑
貨
セ
レ
ク
ト
シ
ョ
ッ
プ　

Roger/

ロ
ジ
ェ

雑
貨
小
売
事
業
開
始

2012

年
４
月 

善
光
寺
門
前
店
オ
ー
プ
ン

新
事
業
フ
ー
ド
ビ
ジ
ネ
ス
に
お
け
る
ア
ク
テ
ィ
ブ
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
開
始

Kohey0806@
nifty.com

ロ
ジ
ェ http://w

w
w
.zakka-roger.biz

ロ
ジ
ェ･

ア･

タ
ー
ブ
ル / 

ケ
ー
タ
リ
ン
グ

http://rogeratable.jim
do.com

何故土建かと言えば国有地を民間に切り売りが GHQ 撤退以後行われた。
それにより土地がお金に、建物の建築もお金に、鉄道、高速道路もお金に。
国家とは文化、民族とは一切無縁だと言える。経済の稼働があって国な
のだ。経済以外で人間が生きてゆけるとしたら国家も消える。経済が無
くなれば自分だけでジビエで生きられる。日本とは国家ではなく島であ
る。今の社会問題は今始まったわけでなく変わらず昔からの習性に寄る。
　田中角栄氏の「日本列島改造」とは国有地（GHQ）が解放され日本国
内で貨幣に変える環境が整った上での現代的なモダンな発想である。そ
の方法で行けばすでに生活レベルが上がる算段であった。そういうシン
プルなもの。終身雇用というドラマのもとで。現代権力を持ちたい人間
が色々いい加減な事ばかりを言っている。どうでもいいな。しかしその
いいかげんな事も言ってはいけないかと言えばそうでは無い。フラット
に受け入れて行くのが良いかと思っている。てれびを見ていると自称有
識者が出る杭を攻撃し叩き潰す。てれびが世論だという勘違い。てれび
の必要性は現代の問題をモノローグで整理するのではなくダイアローグ
に整理して放映するのが役目だと思うがそれは出来ないわけだ。
　国民の無責任な意見を新橋駅前できいても「だめだこりゃ」という映
像を流す。それはおかしいよね。あんたらが選挙で票を入れて自分で選
んだのだから反省の弁があって良いはずである。日本の問題は日本とア
メリカだけで決めていくのは井戸端癒着。毎日毎日そういう針の孔のよ
うな閉じた番組は見ていると戦前を生んでしまう危険性を感じる。第二
次大戦の日本の人間と今の日本の人間は全く変わっていない。戦時下の
陸軍他兵隊、大本営などの工事は今でいえば仕事をして賃金をもらうと
いう意識だったのでは？「お国の為」と思っていたのは当時子供だった
人だけではないか？兵隊という労働、入札というからくりに騙されてそ
のまま兵隊にさせられてしまったのが事実じゃないかと思う。過去を論
じる時に日本の人だけではなく世界中の情報をアーカイブ化し、必要と
あらば世界規模の番組を作るのが良いと思う。しかし今のテレビは「出
る杭は叩きのめす」事だけ。
　イライラしテレビ局に僕は電話をした。何かあると徹底して攻撃をて
れびは行う。吊し上げ。戦争へ向かい憲法を変える議論をアメリカと国
民だけで改造しようとするとかもはや呆れて何も言えない。日本の憲法
についての議論は他者を大いに介入してもらい論じるべきである。する
と変える必要が無いという結論が予想される。クオリティーの高い日本
の憲法はひとつのモデルケースである。これこそグローバルだと思う。
そのモデルケースを含めて日本人は生活をしている。モデルケースの意
識の低さが変わらない日本。誰かが何かを言えばてれびは殺人的攻撃を
行う。だからその度に僕は無力なクレームをテレビ局へ投げている。国
家は民族ではなく経済のリミッターである。今、とても戦前の日本に近
い空気である。てれびによってそれが瞬時に刷り込まれる。

久しぶりに、いや、ほんと久しぶりに家で
カレーを食す。
よし、今日の昼食はカレーを作るぞ。
激辛ね（笑）
ちょっと前からカレー食べたいなぁと思っ
ていたんでこれ買っといたんです。ええ、
そうです。レトルトね。
近所の西友で、90 円弱。
レトルト暖めるんだって、オイラにとって
は立派な料理なんでね。

激辛野菜カレーにしよう！
野菜はこれ、もやしとシメジ、それに冷凍のミックスベジタブルとい
んげん。包丁は決して使用せず。洗いもせず。
もやしはひげ根を取り除くと、きれいに仕上がり、食べたときの口当

たりもよくなるらしいがそんなこ
とを、このオイラがやると思いま
すか？はい、正解！やりません。
適当に鍋で茹でます。
鍋に水をいれ、お湯が沸いたら適
当に放り込んで、ひと煮立ちした
らお湯をきって、はい出来上がり
と。

その間にご飯を用意します。ご飯はこれ。はい、またレトルトね。

オラっちでは、ご飯は炊かないの
です。炊飯器がありません。
オラっちには、炊飯器とテレビが
無い。けっこう少数派かも。
土鍋で炊けないこともないのです
が、もう何年もご飯は炊いたこと
がありません。
オイラには米飯を食する習慣がな
いのです。
日本中の農家の皆さん、申し訳ありません！
このご飯のレトルトパックも自分で買ったものではありません。
半年ほど前に実家に帰ったとき、「たまにはご飯でも食べなさいよ。」
と母親が持たせてくれたもの。
50 半ばのオイラが 80 過ぎの母親に、ご飯のレトルトパックをもらうっ
てのも、ちと情けない気もしないではないが、せっかくなので素直に
いただいて来やした。
賞味期限も過ぎてしまったので、早めに食さねば。
まあ、便利は便利ですね。ちこっと、ビニールの蓋をはがし電子レンジ、
600ｗで 2 分間のチンと！よっしゃ！

はい、これをお皿に盛り付けてといっても…、蓋をはがしてひっくり
返して、お皿にポンですね。しゃもじも要りません。

次は、茹で上がった野菜を乗っけますね。
これは流石に箸を使います。偉いでしょ！

その次、暖めたカレーをドロドロと掛けますね。
はい、これで出来上がりではありませぬ。

これですね、これ！
これが無ければ激辛になりませぬ。

泣く子も黙るカエンペッパー。笑ってる子
は泣く。火炎ペッパーとよんでもよいかも。
300ｇ入りの缶、いわゆる業務用ですな。
これが常備されている一般家庭はこれまた
少数派かも。
小さい瓶入りのカエンペッパーでは、あっ
という間に消費されてなくなってしまうの
です。
市販のレトルトカレーは、甘口・中辛・辛
口などど表記されて販売されておりまする
がオイラに言わせれば、え？どこが違うの
みんな一緒じゃんってくらいの感じですな。

で、これをたっぷりかけますね。オイラの感覚ではカレーは黄色では
なく赤ですな。
これカレーヌードルにいれても美味しいです。赤いカレーヌードルね。
今日は、ブランチングに写真も載っけるんで特別サービスでたっぷり
と！これでもかぁ～！
はい、真っ赤な超激辛カレーのできあがり！ふふふ。

げっ、そうえば BRANCHING って
モノクロじゃん。忘れてたわ～！
残念！ちと、かけ過ぎたか。

では、いっただきま～す！お～、
超激辛！
鼻の頭から、汗吹き出してきたわ。
T シャツも汗にじんできた。

これ、人によちゃぁ怒り出すかもだな。

はい、日ごろ刺激が少ないと感じてるあなた！
オラっちにカレーを食べにいらっしゃいませんか。超～旨激辛。

マツシロオルタナティブ
東城信之助・たかはしびわ
2013 8.3 sat ‒ 9.30 mon
8.3 sat 17:00 オープニングケータリングパーティー￥1000
ロジェ・ア・ターブル 安達浩平
開館時間　9:00-5:00 / 休館日　木曜日 (祝日開館 )
於 : 池田満寿夫美術館
http://matsushiroalternative.com
共催：池田満寿夫美術館友の会

オブセオルタナティブ
松田朕佳 ・丸山玄太
2013 8.２４ sat ‒ 9.９ mon
於 : おぶせミュージアム中島千波館木造館
http://obusealternative.com

トポス鬱間主観 depression intersubjective
松田朕佳 ・池田久・納和也・ごとうなみ・町田哲也
2013 初秋　インスタレーション ミーティング

information


