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04 追悼
  「一柳慧というフモール」
 沼野雄司（神奈川県民ホール・神奈川県立音楽堂 芸術参与／音楽学者）

05 特集　“争い”の時代と表現

06 WORKS
 1. 『ライカムで待っとく』 対談：兼島拓也（チョコ泥棒主宰／劇作家）×横田和弘（劇団河童座主宰／演出・劇作家）

 2. 「ドリーム／ランド」 インタビュー：青山 悟（アーティスト）

 3. 『スティーヴン・イッサーリス チェロ・リサイタル』 インタビュー：スティーヴン・イッサーリス（チェリスト）

12 SIGHT
 1. 猿島（神奈川県・横須賀市）

 2. よこはま動物園ズーラシア（神奈川県・横浜市）

14 インタビュー
 今日マチ子（漫画家）

 波戸康広（横浜 F・マリノス  アンバサダー）

16 コラム
 大曾根家の母・秋津荘の娘　平野正裕

18 アートシーンプレイバック
 2022年下半期の音楽プログラムをふりかえる
 文：八木宏之（音楽評論）

 2022年下半期の演劇プログラムをふりかえる
 文：鈴木理映子（編集者・演劇ライター）

22 C×（シー・バイ）シリーズ
 C×C 作曲家が作曲家を訪ねる旅
 ─作曲家・山根明季子がジョン・ケージを訪ねて
 
23 公演の舞台裏
 空間デザイナー編　建築家・空間デザイナー　木津潤平

24 神奈川芸術プレス｜読者アンケート
 ご支援のお願い
 （公財）神奈川芸術文化財団 賛助会員・協賛・協力・寄付 ご芳名

17 連載
 REGULAR FEATURE

（公財）神奈川芸術文化財団について

1993年10月に設立された神奈川芸術文化財団は、以下3つの県立文化施設の運営と、芸術文化の創造・普及に一体的に取り組んでいます。

神奈川県立音楽堂（以下、音楽堂）

1954年、公立施設としては日本で初めての本格的な
音楽専用ホールとして開館。前川國男設計による戦後
モダニズム建築の傑作として評価されています。ホール
の壁面はすべて木でつくられ、その美しい響きで愛され
ています。2021年に神奈川県重要文化財に指定。

KAAT神奈川芸術劇場（以下、K
カ ー ト

AAT）

2011年、モノをつくる（芸術の創造）、人をつくる（人材
の育成）、まちをつくる（賑わいの創出）の「3つのつく
る」をテーマとする創造型劇場として開館。最大約
1,200席のホールのほかに、大スタジオ（約220席）
と、3つのスタジオを有します。

神奈川県民ホール（以下、県民ホール）

1975年、全国屈指の大型文化施設として開館。大型
の舞台機構を備える大ホール、オルガンが設置された
小ホール、ギャラリー、会議室等を有する多目的ホール
です。オペラ、バレエ、コンサートから各種大会・式典、
美術作品の展示まで、多彩な催しが行われています。

〒231-0023　神奈川県横浜市中区山下町3-1
TEL：045-662-5901（9:00～17:00）
https://www.kanagawa-kenminhall.com/

〒231-0023　神奈川県横浜市中区山下町281
TEL：045-633-6500（10:00～18:00）
https://www.kaat.jp/

〒220-0044　神奈川県横浜市西区紅葉ケ丘9-2
TEL：045-263-2567（9:00～17:00 月曜休館）
https://www.kanagawa-ongakudo.com/

目 次

2023年度ラインアップはこちら
https://www.kanagawa-kenminhall.com/news_detail/2146

2023年度ラインアップはこちら
https://www.kaat.jp/news_detail/2127

2023年度ラインアップはこちら
https://www.kanagawa-ongakudo.com/news_detail/2154



ニ
マ
ル
を
換
骨
脱
退
し
た
70
年
代
の
音

楽
、
そ
し
て
そ
の
後
の
大
規
模
な
交
響

曲
や
オ
ペ
ラ
に
い
た
る
ま
で
、
様
式
は

ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
て
も
、
ど
ん
な

に
シ
リ
ア
ス
な
性
格
の
曲
で
も
、
ど
こ

か
に
軽
や
か
さ
が
漂
っ
て
い
る
。《
ピ
ア

ノ
協
奏
曲
第
4
番“

JA
ZZ”

》
な
ん
て

い
う
、
あ
ま
り
に
直
截
な
タ
イ
ト
ル
も
、

ほ
か
の
作
曲
家
だ
っ
た
ら
絶
対
あ
り
得

な
い
だ
ろ
う
。

一
柳
さ
ん
の
遺
作
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
の
が
《
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
と
三
味
線
の

た
め
の
二
重
協
奏
曲
》（
１
）
で
あ
る
。
最

後
の
1
年
く
ら
い
、
一
柳
さ
ん
は
こ
の

曲
に
つ
い
て
よ
く
話
し
て
く
れ
た
。
作

曲
を
楽
し
み
な
が
ら
も
、
史
上
初
と

い
っ
て
よ
い
、
邦
楽
器
と
洋
楽
器
に
よ

る
二
重
協
奏
曲
を
ど
う
構
成
し
よ
う
か

そ
こ
は
か
と
な
い
ユ
ー
モ
ア
。
い
や
、

ド
イ
ツ
語
で
フ
モ
ー
ル
と
い
う
方
が
な

ん
と
な
く
ふ
さ
わ
し
い
。
と
も
か
く
、そ

れ
こ
そ
が
一
柳
慧
と
い
う
作
曲
家
の
き

わ
め
て
重
要
な
芯
の
一
つ
だ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
、
ず
っ
と
考
え
て
い
る
。

現
代
作
曲
家
に
し
て
卓
球
の
名
手
、

若
い
頃
か
ら
ず
っ
と
変
わ
ら
な
い
髪
型
、

オ
ノ
・
ヨ
ー
コ
と
結
婚
し
て
い
た
と
い

う
経
歴
、
酒
は
ほ
と
ん
ど
飲
ま
ず
ケ
ー

キ
が
大
好
き
な
こ
と
…
。
す
べ
て
に
わ

た
っ
て
、
本
当
に
育
ち
の
良
い
人
だ
け

が
身
に
つ
け
て
い
る
類
の
「
隙
」
が
あ

る
。
そ
こ
が
な
ん
と
も
い
え
ず
魅
力
的

だ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
音
楽
も
同
じ
だ
。
最
初

期
の
12
音
技
法
を
用
い
た
音
楽
、
そ
の

後
の
偶
然
性
・
不
確
定
性
の
音
楽
、
ミ

と
、
彼
は
と
て
も
悩
ん
で
い
る
よ
う
に

み
え
た
。
作
曲
家
で
も
な
い
僕
に
「
一

度
、
楽
譜
を
見
て
、
意
見
を
言
っ
て
ほ

し
い
」
と
何
度
も
仰
っ
た
の
は
、
や
は

り
不
安
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

結
局
、
初
演
の
日
を
待
た
ず
し
て
一

柳
さ
ん
は
こ
の
世
を
去
っ
て
し
ま
っ
た

が
、
は
じ
め
て
こ
の
曲
が
鳴
り
響
く
の

を
聴
い
て
い
る
う
ち
に
、
あ
の
独
特
の

フ
モ
ー
ル
が
演
奏
会
場
い
っ
ぱ
い
に
拡

が
る
の
が
よ
く
わ
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
、

考
え
て
み
れ
ば
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
と
三
味

線
を
合
わ
せ
る
と
い
う
ミ
ス
マ
ッ
チ
自

体
が
、
一
柳
さ
ん
ら
し
い
茶
目
っ
気
を

た
た
え
て
い
る
で
は
な
い
か
。

一
柳
さ
ん
に
誘
わ
れ
て
、
神
奈
川
芸

術
文
化
財
団
の
仕
事
に
携
わ
る
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
、
こ
の
組
織
に
も
彼
な
ら

で
は
の
フ
モ
ー
ル
が
漂
っ
て
い
る
の
を

感
じ
た
。
皆
ま
じ
め
に
働
く
組
織
な
の

だ
け
れ
ど
も
、
何
か
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な

と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
が
と

て
も
い
い
。
僕
の
よ
う
な
部
外
者
が
突

然
に
闖ち
ん

入に
ゅ
う

し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

皆
が
そ
れ
ぞ
れ
の
や
り
方
で
関
わ
っ
て

く
れ
る
。

そ
し
て
今
、
気
づ
く
の
だ
。
一
柳
さ

ん
の
音
楽
を
聴
く
な
か
で
、
一
柳
さ
ん

と
い
う
人
と
お
つ
き
あ
い
す
る
な
か
で
、

そ
し
て
一
柳
さ
ん
が
芸
術
総
監
督
を
務

め
た
財
団
の
仕
事
を
こ
な
す
な
か
で
、

僕
も
ど
こ
か
で
あ
の
フ
モ
ー
ル
に
染
ま
っ

て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
。
も
し
も
こ

の
感
覚
が
正
し
い
と
し
た
ら
、
と
て
も

う
れ
し
い
。

一柳慧作曲《ピアノ協奏曲第4番“JAZZ”》の世界初演となった『クラシックな休日を♪ in 音楽堂〜祝祭編』の公演風景（2009年、ピアノ：
山下洋輔） 　写真：青柳 聡

写
真
：
岡
部 

好

追　悼

一
柳
慧
と
い
う
フ
モ
ー
ル
神
奈
川
県
民
ホ
ー
ル
・
神
奈
川
県
立
音
楽
堂
　
芸
術
参
与
／
音
楽
学
者

沼
野
雄
司

１  『読売日本交響楽団第622回定期演奏会』にて世界初演
（サントリーホール、2022年10月25日）。

1933年

チェロ奏者の父、ピアニストの母のもと神戸に生まれる

1945年　12歳

終戦後、母とともに御茶ノ水や飯倉の将校クラブで
ディナー・ミュージックを演奏し、プロとして演奏活動を
始める

1949年　16歳

ピアニスト原智恵子の下で本格的にピアノを学びはじ
める

1952年　19歳

2週間の船旅を経てアメリカに渡る

ニューヨーク滞在中に、ジョン・ケージ、デヴィッド・チュー
ダー、テリー・ライリーら最先端で活躍する音楽家をはじ
め、舞踊家のマース・カニングハム、現代美術家のロバー
ト・ラウシェンバーグ、ジャスパー・ジョーンズらと親しく
交流する

1961年　28歳

帰国

武満徹、小杉武久、黛敏郎、石井眞木、高橋悠治、高橋
アキ、磯崎新、横尾忠則ら多数の芸術家と交流

1976年　43歳

ドイツ学術交流会（DAAD）の招きでベルリンに滞在。欧
州各地の音楽祭で自作の発表と邦人作品の演奏を行う

邦楽器のための作品や、国立劇場を主な舞台として木
戸敏郎、芝祐靖らと協働し、正倉院の復元楽器を使うな
どした、雅楽や聲明の作品を数多く発表する。1980年
代には、神奈川県直営時代の県民ホールにて、シリーズ

「音楽の現在」の企画構成・音楽監督を務める

1996年　63歳

神奈川芸術文化財団 理事に就任

2000年　67歳

神奈川芸術文化財団 芸術総監督に就任。以降、「時
代や社会を問う新しい作品を、神奈川から発信し続ける
こと」「自由な発想で、従来の芸術ジャンルの枠組みを越
えるような作品の創造に挑戦すること」をテーマに据え、
県民ホール・音楽堂の企画立案・事業制作について、
総合的な指導・監修を行う

2008年　75歳

文化功労者に選ばれる

2015年　82歳

若手演奏家を支援する「一柳コンテンポラリー賞」創設

2017年　83歳

恩賜賞・日本芸術院賞を受賞

2018年　85歳

文化勲章を受章

2021年　88歳

芸術総監督就任20周年記念 「Toshi 伝説」開催

2022年　89歳

10月7日没

04



2
0
2
2
年
は
、
沖
縄
県
が
本
土
に
復
帰
し
て
50
年
と
な
る
節
目
の
年
で
し
た
。

2
回
の
世
界
大
戦
を
経
験
し
て
か
ら
も
、
様
々
な
地
域
で
争
い
は
起
こ
り
、
2
0
2
2

年
2
月
に
勃
発
し
た
ロ
シ
ア
軍
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
は
、
現
在
進
行
形
で
続
い

て
い
ま
す
。

ま
た
コ
ロ
ナ
禍
で
は
排
外
主
義
や
不
寛
容
と
い
っ
た
分
断
が
、
日
常
生
活
の
な
か
で

よ
り
顕
在
化
し
て
み
え
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
が
広
が
る
現
在
を
、
本
誌
で
は
広
く
「〝
争
い
〟の
時
代
」
と
捉
え
、

今
を
生
き
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
や
文
化
人
の
言
葉
や
取
り
組
み
を
、
複
数
の
視
点
か
ら
取

材
し
ま
し
た
。

演
劇
や
美
術
作
品
は
、
私
た
ち
に
今
、
何
を
問
い
か
け
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

ス
ポ
ー
ツ
に
も
、
あ
ら
た
め
て
学
ぶ
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

神
奈
川
県
内
に
も
多
く
残
る
史
跡
は
、
現
代
に
ど
の
よ
う
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
か
。

ま
た
、
地
球
の
生
態
系
の
な
か
で
、
人
間
と
動
植
物
は
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
あ
っ
て
き

た
で
し
ょ
う
か
―
。

当
財
団
の
主
催
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
、
対
談
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
と
も
に
取
り
上
げ
た

「W
O
RK
S

」、
県
内
の
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
、
動
物
園
を
取
材
し
た
「SIG

H
T

」、

そ
し
て
「IN

T
ERV

IEW

」
や
「C

O
LU
M
N

」
を
通
し
て
、
芸
術
、
歴
史
、
ス

ポ
ー
ツ
、
生
態
系
な
ど
の
テ
ー
マ
を
編
ん
だ
１
冊
に
な
り
ま
し
た
。

読
者
の
皆
さ
ま
に
ひ
も
と
い
て
い
た
だ
き
、「〝
争
い
〟の
時
代
と
表
現
」
に
つ
い
て

対
話
が
始
ま
る
き
っ
か
け
と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

特　集

“争い”の時代と表現
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取材・文：山﨑健太　公演写真：引地信彦

KAAT神奈川芸術劇場プロデュース

『ライカムで
　　待っとく』

「忘
ぼう

」をシーズンタイトルに掲げたKAATが沖縄在住の劇作家・

兼島拓也さんに戯曲の書き下ろしを依頼した『ライカムで待っ

とく』。その執筆過程では、米軍基地の街・横須賀を中心に活

動する劇団河童座の横田和弘さんへの取材も行われました。

上演を終え、二人は何を思うのでしょうか。

作：兼島拓也 
演出：田中麻衣子 

出演： 亀田佳明　前田一世　南里双六　蔵下穂波　
 小川ゲン　神田 青　魏 涼子　あめくみちこ

日程：2022年11月30日～12月4日
 （新型コロナの影響で11月27日～29日は中止）
会場：KAAT神奈川芸術劇場　中スタジオ
主催・企画制作：KAAT神奈川芸術劇場  

A
B

O
U

T

﹃
ラ
イ
カ
ム
で
待
っ
と
く
﹄
は
、
ア
メ
リ

カ
占
領
下
の
1
9
6
4
年
に
沖
縄
で
起
き

た
米
兵
殺
傷
事
件
に
取
材
し
た
ノ
ン
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
﹃
逆
転
﹄︵
伊
佐
千
尋
著
、
新
潮

社
・
岩
波
書
店
刊
︶
に
着
想
を
得
て
書
か

れ
た
作
品
で
す
。
当
時
の
資
料
や
基
地
問

題
の
専
門
家
へ
の
リ
サ
ー
チ
と
、
沖
縄
や

横
須
賀
、
そ
し
て
東
京
に
暮
ら
す
人
々
へ

の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
も
と
に
、
1
年
の
執
筆

期
間
を
経
て
、
沖
縄
本
土
復
帰
50
年
と
な

る
2
0
2
2
年
の
末
に
上
演
さ
れ
ま
し

た
。
演
出
を
担
当
し
た
の
は
沖
縄
に
出
自

を
も
つ
田
中
麻
衣
子
。
出
演
し
た
8
人
の

俳
優
の
半
数
も
沖
縄
出
身
で
す
。

2
0
2
2
年
。
物
語
は
、
雑
誌
記
者
の

浅
野
が
沖
縄
出
身
の
伊
礼
か
ら
自
分
そ
っ

く
り
の
人
物
が
写
っ
た
写
真
を
見
せ
ら
れ

た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
動
き
出
し
ま
す
。

伊
礼
の
祖
父
だ
と
い
う
そ
の
人
物
は
、
か

つ
て
沖
縄
で
起
き
た
米
兵
殺
傷
事
件
の
こ

と
を
手
記
に
残
し
て
い
ま
し
た
。
浅
野
は

半
ば
押
し
切
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
事
件
に

つ
い
て
取
材
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

や
が
て
そ
の
写
真
に
は
妻
・
知
華
の
亡
き

祖
父
・
佐
久
本
も
写
っ
て
い
た
こ
と
、
そ

し
て
佐
久
本
が
米
兵
殺
傷
事
件
の
容
疑
者

の
一
人
だ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
ま
す
。
浅

野
た
ち
は
死
者
と
話
せ
る
と
い
う
金
城
の

も
と
を
訪
れ
、
祖
父
か
ら
話
を
聞
こ
う
と

す
る
の
で
す
が
︱
。

1
9
6
4
年
。
友
人
の
嘉か

数か
ず

と
飲
ん
で

い
る
佐
久
本
の
も
と
に
、
店
の
従
業
員
の

平
が
米
兵
に
殴
ら
れ
て
い
る
と
い
う
報し
ら

せ

が
も
た
ら
さ
れ
ま
す
。
た
ま
た
ま
居
合
わ

せ
た
兄
・
雄
信
は
止
め
よ
う
と
し
ま
す
が
、

佐
久
本
は
飛
び
出
し
て
い
っ
て
し
ま
い
、

そ
の
後
、
米
兵
は
何
者
か
に
殺
さ
れ
て
し

ま
い
ま
す
。
そ
の
時
い
っ
た
い
何
が
あ
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。

裁
判
で
の
証
言
。
そ
れ
ぞ
れ
が
抱
え
る

沖
縄
や
ア
メ
リ
カ
、
日
本
へ
の
思
い
。
そ

し
て
沖
縄
戦
の
記
憶
。
舞
台
上
で
は
現
在

と
過
去
の
沖
縄
の
出
来
事
が
交
互
に
立
ち

上
が
り
ま
す
が
、
取
材
が
進
む
に
つ
れ
て

そ
れ
ら
は
混
じ
り
合
っ
て
い
き
、
浅
野
自

身
も
い
つ
し
か
、
逃
れ
ら
れ
な
い
沖
縄
の

物
語
の
渦
中
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
き
ま

す
。
や
が
て
浅
野
に
突
き
つ
け
ら
れ
る
理

不
尽
な
選
択
と
は
︱
。
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聞き手・文：山﨑健太　写真：加藤 甫

兼島拓也　かねしま・たくや

劇作家。1989年沖縄県生まれ。チョコ泥棒主宰。主に沖縄県内で
演劇活動を行う。2018年に第14回おきなわ文学賞シナリオ・戯曲部
門一席、2021年に第31回オーディオドラマ奨励賞入選。今作『ライ
カムで待っとく』が第30回読売演劇大賞優秀作品賞を受賞、第26回
鶴屋南北戯曲賞および第67回岸田國士戯曲賞で最終候補となる。

横田和弘　よこた・かずひろ

劇団河童座主宰。演出・劇作家。神奈川県演劇連盟顧問。横須賀
シニア劇団「よっしゃ!!」プロジェクトリーダー。横須賀を中心に横浜・
神奈川県で幅広く演劇活動を続ける傍ら、演劇ワークショップなどを開
催し若手の育成に努めている。「演劇で何が出来るか」をテーマに被災
地公演や、各種施設での公演、ファミリーシアターなどに力を入れている。

兼島拓也さん（左）と横田和弘さん（右）

﹁
沖
縄
と
横
須
賀
に
は
本
当
に
大
き
な

違
い
が
あ
る
ん
だ
な
と
い
う
こ
と
を
、
あ

ら
た
め
て
感
じ
て
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
﹂

﹃
ラ
イ
カ
ム
で
待
っ
と
く
﹄
の
感
想
を
聞

か
れ
た
横
田
さ
ん
は
真
っ
先
に
こ
う
答
え

ま
し
た
。
作
中
の
﹁
神
奈
川
の
人
っ
て
大

人
じ
ゃ
な
い
で
す
か
﹂
と
い
う
セ
リ
フ
を

受
け
て
の
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
横
浜
で
働

く
沖
縄
出
身
の
伊
礼
と
い
う
人
物
が
、
横

浜
育
ち
の
主
人
公
・
浅
野
に
向
け
て
発
す

る
言
葉
で
、
基
地
の
こ
と
で
﹁
暴
れ
た
り

す
る
人
﹂
が
い
な
い
神
奈
川
の
人
は
過
去

に
縛
ら
れ
ず
に
前
向
き
で
﹁
大
人
の
余
裕
﹂

が
あ
る
と
い
う
の
で
す
。

横
須
賀
に
は
﹁
ど
ぶ
板
通
り
﹂
と
呼
ば

れ
る
商
店
街
が
あ
り
ま
す
。
京
急
本
線
・

汐
入
駅
か
ら
米
海
軍
ベ
ー
ス
に
至
る
そ
の

一
帯
は
、
戦
後
し
ば
ら
く
は
米
海
軍
向
け

の
店
が
立
ち
並
ぶ
場
所
で
し
た
が
、
現
在

で
は
独
特
の
雰
囲
気
は
残
し
つ
つ
も
ス
カ

ジ
ャ
ン
専
門
店
な
ど
が
並

ぶ
観
光
地
と
な
り
、
多
く

の
若
者
で
に
ぎ
わ
っ
て
い

ま
す
。
横
田
さ
ん
は
、
か

つ
て
そ
こ
を
流
れ
た
ど
ぶ

川
に
ふ
た
を
し
た
よ
う
に

﹁
街
全
体
が
過
去
か
ら
目

を
そ
ら
し
た
い
と
思
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
﹂
と

自
ら
が
住
む
横
須
賀
を
省

み
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
セ
リ
フ

は
神
奈
川
の
人
に
だ
け
向

け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
と
同
じ
く
ら
い
の
、

あ
る
い
は
下
の
世
代
が
地
元
・
沖
縄
に
対

し
て
思
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
横
須

賀
の
街
を
見
て
感
じ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を

﹁
大
人
﹂
と
い
う
言
葉
に
集
約
し
た
の
だ
と

い
う
兼
島
さ
ん
は
﹁
だ
か
ら
こ
れ
は
ど
ち

ら
へ
の
皮
肉
で
も
あ
る
ん
で
す
﹂
と
言
い

ま
す
。

﹃
ラ
イ
カ
ム
で
待
っ
と
く
﹄
は
観
客
に
、

単
純
な
悲
劇
と
し
て
沖
縄
の
物
語
を
消
費

す
る
こ
と
を
許
し
ま
せ
ん
。
モ
チ
ー
フ
と

な
っ
て
い
る
米
兵
殺
傷
事
件
自
体
が
、
ア

メ
リ
カ
占
領
下
の
沖
縄
で
、
沖
縄
県
民
が

加
害
者
に
、
米
兵
が
被
害
者
に
な
る
と
い

う
あ
る
種
の
﹁
捻ね
じ

れ
﹂
を
も
っ
た
も
の
で

し
た
。
作
中
で
は
、
沖
縄
の
人
々
の
諦
め

や
、
権
力
に
順
応
す
る
様
子
も
描
か
れ
て

い
ま
す
。

﹁
沖
縄
か
ら
観
に
来
て
く
れ
た
同
世
代
の

人
た
ち
に
は
そ
う
い
う
面
を
描
い
た
こ
と

も
響
い
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
上
の
世
代

の
人
か
ら
は
反
発
も
含
め
て
ま
た
違
っ
た

反
応
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意

味
で
も
、
こ
の
作
品
は
沖
縄
で
も
上
演
し

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
多
く
の
も
の
を

押
し
つ
け
ら
れ
奪
わ
れ
て
き
た
上
の
世
代

と
、
は
じ
め
か
ら
基
地
が
あ
る
こ
と
が
当

た
り
前
だ
っ
た
若
い
世
代
と
で
は
ど
う
し

て
も
考
え
方
は
違
っ
て
く
る
。
で
も
そ
こ

で
ど
う
連
帯
し
、
ど
う
体
験
や
思
い
を
引

き
継
い
で
い
け
る
の
か
。
そ
れ
は
創
作
者

と
し
て
も
沖
縄
の
人
間
と
し
て
も
引
き
受

け
て
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
﹂︵
兼
島
︶

横
田
さ
ん
も
自
身
の
体
験
を
ふ
り
か
え

り
﹁
僕
も
戦
争
を
体
験
し
て
い
な
い
世
代
だ

け
ど
、
そ
の
な
か
で
も
世
代
に
よ
っ
て
戦

争
の
捉
え
方
や
米
軍
へ
の
思
い
は
様
々
に

違
っ
て
い
る
。
米
軍
関
係
は
記
録
が
残
っ

て
い
な
い
こ
と
も
多
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
自

分
た
ち
の
世
代
が
何
を
体
験
し
て
何
を
考

え
て
き
た
の
か
を
伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
あ
ら
た
め
て
思
っ
た
﹂
と
創

作
へ
の
思
い
を
新
た
に
し
て
い
ま
し
た
。

沖
縄
本
土
復
帰
50
年
に
あ
た
る
2
0
2
 

2
年
は
、
沖
縄
に
関
す
る
作
品
が
ジ
ャ
ン

ル
を
問
わ
ず
数
多
く
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

﹁
で
も
、
も
っ
と
踏
み
込
ん
で
ほ
し
い
と
こ

ろ
を
そ
の
手
前
で
止
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
作
品
も
多
い
と
感
じ
て
い
ま
す
﹂︵
兼

島
︶。﹃
ラ
イ
カ
ム
で
待
っ
と
く
﹄
の
作
中

で
繰
り
返
し
発
せ
ら
れ
る
﹁
決
ま
り
だ
か

ら
﹂
と
い
う
言
葉
は
観
客
に
、
沖
縄
の

人
々
の
諦
め
を
強
烈
に
印
象
づ
け
ま
す
が
、

や
が
て
そ
の
言
葉
は
主
人
公
で
あ
る
浅
野

に
、
つ
ま
り
は
本
土
の
人
間
に
も
向
か
い

ま
す
。
そ
し
て
観
客
が
浅
野
と
と
も
に
突

き
つ
け
ら
れ
る
選
択
の
理
不
尽
さ
は
、
容

易
に
は
飲
み
込
め
な
い
問
い
と
な
っ
て
観

客
の
な
か
に
残
り
続
け
ま
す
。
兼
島
さ
ん

は
﹁
知
ら
な
か
っ
た
、
知
ら
な
き
ゃ
い
け

な
い
で
は
そ
の
次
に
い
か
な
い
。
単
に
沖

縄
の
こ
と
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、
何
か

体
に
し
み
つ
い
て
引
き
ず
っ
て
し
ま
う
よ

う
な
作
品
を
書
き
た
か
っ
た
。
お
客
さ
ん

の
反
応
を
見
た
か
ぎ
り
で
は
、
半
分
く
ら

い
は
そ
れ
を
達
成
で
き
た
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
今
後
も
作
品
を
通
し
て
そ

う
い
う
働
き
か
け
を
し
て
い
き
た
い
し
、
精

度
を
磨
い
て
い
き
た
い
﹂
と
ふ
り
か
え
り

ま
し
た
。

今
回
の
上
演
を
き
っ
か
け
に
、
兼
島
さ

ん
の
も
と
に
は
米
兵
殺
傷
事
件
の
目
撃
者

の
家
族
か
ら
の
連
絡
が
あ
っ
た
そ
う
で
、

今
後
も
話
を
聞
い
て
い
き
た
い
と
思
っ
て

い
る
と
の
こ
と
。﹁
作
品
を
つ
く
り
発
表
す

る
こ
と
に
は
、
誰
か
の
記
憶
を
引
き
出
し

た
り
つ
な
が
り
を
生
ん
だ
り
す
る
力
も
あ

る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
今
回
実
感
し
ま
し

た
。
そ
こ
に
あ
る
可
能
性
も
信
じ
な
が
ら

創
作
を
続
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
﹂

︵
兼
島
︶。

兼島拓也
チョコ泥棒主宰
劇作家

横田和弘
劇団河童座主宰
演出・劇作家
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取材・文：編集部　展示写真：木暮伸也

角 文平 
『Monkey trail』（2022） 

枝 史織
（左）『雷』（中）『竜巻』（右）『虹』（2015）

林 勇気
『another world -vanishing point』（2022）

県民ホールギャラリーで開かれた、7名の現代アーティストによる

グループ展「ドリーム／ランド」。出展作家の一人、青山悟さん

は、ミシン刺繍でつくった1万円札と１ドル札を展示しました。

アーティストが今の時代に問うこととは。お話を聞きました。

WORK S 2

「ドリーム／
　　  ランド」

参加アーティスト： 青山 悟
 枝 史織
 角 文平
 笹岡由梨子
 林 勇気
 山嵜雷蔵
 シンゴ・ヨシダ
日程： 2022年12月18日～2023年1月28日
会場： 神奈川県民ホール
主催： 神奈川県民ホール

R
E

P
O

R
T

県
民
ホ
ー
ル
ギ
ャ
ラ
リ
ー
は
、
こ
れ
ま

で
﹁
日
常
﹂
を
多
様
な
視
点
で
切
り
と
っ

た
作
品
群
に
よ
る
、
３
つ
の
グ
ル
ー
プ
展

を
企
画
し
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
に
続
き
、

今
年
度
か
ら
新
た
に
立
ち
上
が
っ
た
の
が

﹁
ラ
ン
ド
﹂
を
テ
ー
マ
に
据
え
た
シ
リ
ー
ズ

で
す
。

﹁
ド
リ
ー
ム
／
ラ
ン
ド
﹂
の
夢
と
い
う
言

葉
に
は
、
様
々
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。
将

来
の
夢
と
い
う
意
味
の
願
望
や
希
望
、
そ

し
て
寝
て
い
る
時
に
見
る
夢
、
ま
た
﹁
夢

の
よ
う
な
出
来
事
﹂
と
い
っ
た
使
わ
れ
方

も
し
ま
す
。
本
展
は
国
・
土
地
・
場
所
な

ど
を
意
味
す
る
﹁
ラ
ン
ド
﹂
を
タ
イ
ト
ル

に
付
し
、
今
後
も
続
く
“
ラ
ン
ド
展
”
の

第
1
弾
と
な
り
ま
し
た
。
企
画
者
で
あ
る

神
奈
川
芸
術
文
化
財
団
・
キ
ュ
レ
ー
タ
ー

の
中
野
仁
詞
さ
ん
は
﹁
ド
リ
ー
ム
は
、
深

遠
な
表
現
の
幅
が
あ
る
言
葉
で
す
。
ラ
ン

ド
と
い
う
言
葉
か
ら
は
、
現
在
進
行
形
の

ロ
シ
ア
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
国
同
士
の
紛
争

な
ど
も
連
想
さ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

“
ラ
ン
ド
”
に
“
ド
リ
ー
ム
”
を
か
け
合
わ

せ
、
人
間
が
今
立
っ
て
い
る
地
と
は
ど
ん

な
場
所
な
の
か
、
作
家
の
皆
さ
ん
と
と
も

に
問
い
か
け
た
い
と
思
い
ま
し
た
﹂
と
内

覧
会
で
語
り
ま
し
た
。
参
加
作
家
は
、
油

画
、
日
本
画
、
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
、

刺
繍
、
映
像
な
ど
を
表
現
の
媒
体
と
す

る
、
7
人
の
現
代
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
。
キ
ュ

レ
ー
タ
ー
の
コ
ン
セ
プ
ト
に
作
品
で
応
え

て
い
き
ま
し
た
。

ま
た
本
展
の
特
徴
の
一
つ
に
、
展
示
空

間
を
め
ぐ
り
な
が
ら
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を

行
っ
たAokid

さ
ん︵
振
付
家
・
ダ
ン
サ
ー
︶

と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
挙
げ
ら
れ
ま

す
。
こ
の
イ
ベ
ン
ト
は
、
同
じ
く
中
野
さ

ん
が
県
民
ホ
ー
ル
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
企
画
し

た
塩
田
千
春
さ
ん
の
個
展
﹁
沈
黙
か
ら
﹂

︵
2
0
0
7
年
︶か
ら
始
ま
っ
た
﹁
ア
ー
ト
・

コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
﹂
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
思
想
を
引
き
継
ぎ
、
企
画
し
た
も
の
。

﹁
ア
ー
ト
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
﹂
は
空
間
芸

術
で
あ
る
美
術
作
品
の
な
か
で
、
音
楽
や

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
な
ど
の
時
間
芸
術
が
実

験
的
に
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
す
る
こ
と
で

生
ま
れ
る
、
新
た
な
表
現
を
大
切
に
し
た

企
画
で
し
た
。
そ
こ
に
は
2
0
2
2
年
10

月
に
逝
去
し
た
、
一
柳
慧
芸
術
総
監
督
の

思
想
が
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。

神
奈
川
芸
術
文
化
財
団
で
働
く
職
員
の

な
か
に
は
、
フ
ル
ク
サ
ス
の
時
代
を
生
き

た
故
・
一
柳
総
監
督
に
影
響
を
受
け
た
人

が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
中
野
さ
ん
も
そ
の

一
人
。
内
覧
会
で
は
﹁
一
柳
総
監
督
に
は

22
年
間
ご
指
導
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の

展
覧
会
は
監
督
と
つ
く
っ
た
最
後
の
展
覧

会
で
す
﹂
と
思
い
を
語
り
、
来
場
者
と
と

も
に
一
柳
総
監
督
が
残
し
た
も
の
を
し
の

ぶ
時
間
に
も
な
り
ま
し
た
。
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青山 悟『Just a piece of fabric』（2022）展示風景

ライトを当てると「見えざる
もの、消えゆくものに光
を！」というテキストが。

「見えない労働者などに
捧げるモニュメントのよう
な作品」と青山さん

タイムカードと、制作の様子を記録した映像を、1億円が入る特注
のジュラルミンケースに入れて展示した文：編集部　展示写真：木暮伸也

写真：大野隆介

青山 悟　あおやま・さとる

1973年東京生まれ。ロンドン・ゴールド
スミスカレッジのテキスタイル学科を1998
年に卒業、2001年にシカゴ美術館附属
美術大学で美術学修士号を取得し、現
在は東京を拠点に活動。工業用ミシンを
用い、近代化以降、変容し続ける人間性
や労働の価値を問い続けながら、刺繍と
いうメディアの枠を拡張させる作品を数々
発表している。

前
の
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
が
わ
か
り
や

す
い
例
で
す
が
、
資
本
主
義
は
覚
め
る
か

も
し
れ
な
い
“
夢
”
で
す
よ
ね
。
今
回
の

作
品
は
、
資
本
主
義
の
限
界
を
提
示
す
る

直
接
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
。
現
実
を
ゴ
ロ
ッ

と
投
げ
出
し
ま
し
た
﹂。

あ
ら
ゆ
る
分
断
は
資
本
主
義
の
ゆ
が
み

に
起
因
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
青

山
さ
ん
は
指
摘
し
ま
す
。
今
は
G
A
F
A

の
よ
う
な
大
企
業
が
富
を
も
っ
て
い
て
、

格
差
が
ど
ん
ど
ん
広
が
っ
て
い
る
。
コ
ロ

ナ
禍
を
経
た
世
の
な
か
で
は
、
実
労
働
を

し
て
い
る
人
た
ち
の
苦
し
み
が
み
え
づ
ら

く
な
っ
て
い
る
︱
。
タ
イ
ム
カ
ー
ド
の

作
品
は
、
実
労
働
の
最
低
賃
金
で
生
き
て

を
テ
ー
マ
に
作
品
を
発
表
し
て
き
た
青
山

さ
ん
。
本
展
で
は
ミ
シ
ン
刺
繍
で
つ
く
っ

た
1
万
円
札
と
１
ド
ル
札
、
そ
し
て
作
品

制
作
︵
1
万
円
札
１
枚
︶
に
要
し
た
時
間

を
、
東
京
都
の
最
低
賃
金
に
換
算
し
た
金

額
を
記
し
た
タ
イ
ム
カ
ー
ド
を
展
示
し
ま

し
た
。
床
の
上
に
ば
ら
ば
ら
と
置
か
れ
た

1
万
円
札
と
対
照
的
に
、
額
縁
に
入
れ
て

飾
ら
れ
た
1
ド
ル
札
。
1
ド
ル
が
1
 5
0

円
だ
っ
た
時
、
実
物
の
1
・
5
倍
の
大
き

さ
に
引
き
延
ば
し
て
つ
く
っ
た
作
品
で
す
。

﹁
円
の
価
値
な
ん
て
な
く
な
る
の
で
は
な
い

か
と
感
じ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
随
分

今
か
ら
２
年
ほ
ど
前
、
キ
ュ
レ
ー
タ
ー

の
中
野
さ
ん
か
ら
本
展
へ
の
出
展
を
依
頼

さ
れ
た
時
の
こ
と
。﹁
ド
リ
ー
ム
／
ラ
ン
ド

と
い
う
タ
イ
ト
ル
か
ら
最
初
に
思
い
浮
か

ん
だ
イ
メ
ー
ジ
は
、
悪
夢
の
よ
う
な
日
常

で
し
た
。
今
は
だ
い
ぶ
慣
れ
て
し
ま
っ
た

け
ど
、
コ
ロ
ナ
禍
が
始
ま
っ
た
頃
目
に
み

え
な
い
ウ
イ
ル
ス
に
お
び
え
る
、
悪
夢
の

よ
う
な
日
々
が
続
く
な
あ
と
感
じ
て
い
て
﹂

と
青
山
さ
ん
は
ふ
り
か
え
り
ま
す
。

工
業
用
ミ
シ
ン
を
用
い
て
、
女
性
の
手

仕
事
と
し
て
の
歴
史
的
文
脈
も
あ
る
﹁
刺

繍
﹂
を
メ
デ
ィ
ア
と
し
、
人
間
性
や
労
働

い
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
問
う
メ
ッ

セ
ー
ジ
で
も
あ
り
ま
す
。

世
界
中
が
同
じ
よ
う
な
体
験
を
し
て
い

た
ス
テ
イ
ホ
ー
ム
の
頃
は
、
皆
が
他
者
を

気
づ
か
う
状
況
も
あ
り
ま
し
た
。
で
す
が

コ
ロ
ナ
禍
に
も
慣
れ
て
し
ま
っ
た
今
、
分

断
が
よ
り
一
層
可
視
化
さ
れ
て
き
た
の
を

青
山
さ
ん
は
感
じ
て
い
る
と
言
い
ま
す
。

﹁
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
起
き
て
か
ら
３
年
が
た

ち
、
ロ
シ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
が
始
ま

り
、
現
実
が
さ
ら
に
悪
夢
の
よ
う
な
様
相

を
帯
び
て
き
ま
し
た
ね
﹂。
作
品
を
通
し
て

今
あ
る
問
題
に
あ
ら
た
め
て
向
き
合
い
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
っ
て
ほ
し
い
、

と
青
山
さ
ん
。﹁
今
の
時
代
を
代
表
す
る
哲

学
者
や
思
想
家
た
ち
が
語
っ

て
い
る
よ
う
に
、
今
の
“
争

い
の
時
代
”
を
終
わ
ら
せ
る
た
め
に
は
、

“
相
対
主
義
的
価
値
観
を
乗
り
越
え
て
、
普

遍
的
倫
理
観
を
築
く
こ
と
”
が
必
要
な
の

は
明
確
で
、
そ
の
た
め
に
何
が
で
き
る
の

か
を
考
え
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

戦
争
を
仕
掛
け
る
側
に
は
、
仕
掛
け
る
側

の
論
理
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、そ

れ
は
人
が
人
を
殺
す
戦
争
を
す
る
理
由
に

値
す
る
も
の
で
し
ょ
う
か
。
ア
ー
ト
が
、
そ

う
い
っ
た
倫
理
観
を
形
成
し
て
い
く
き
っ

か
け
に
な
る
こ
と
を
願
い
ま
す
し
、
そ
の

た
め
に
は
他
者
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
と
っ
て
い
く
し
か
な
い
と
思
っ
て
い
ま

す
﹂。

青
山 
悟
　
ア
ー
テ
ィ
ス
ト

IN
T
E
R
V
IE
W
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取材・文：編集部　公演写真：ヒダキトモコ

スティーヴン・
　　 イッサーリス 

チェロ・リサイタル

ロシア音楽をテーマとしたプログラムで音楽堂

の舞台に立った、世界的なチェリストである

スティーヴン・イッサーリス。彼の音楽への思い

と、ロシア・ウクライナ戦争をはじめとした現状

に対する実感を聞きました。

出演： スティーヴン・イッサーリス（チェロ）
 コニー・シー（ピアノ）

プログラム：
ショスタコーヴィチ：チェロ・ソナタ 二短調 op.40
プロコフィエフ：チェロ・ソナタ ハ長調 op.119
ユリウス・イッセルリス（イッサーリス）：チェロとピアノのためのバラード イ短調
ラフマニノフ：チェロ・ソナタ ト短調 op.19

日程： 2022年9月17日
会場： 神奈川県立音楽堂
主催： 神奈川県立音楽堂

R
E

P
O

R
T

世
界
的
な
演
奏
家
た
ち
の
名
演
奏
を
お

届
け
す
る
﹁
音
楽
堂
ヘ
リ
テ
ー
ジ
・
コ
ン

サ
ー
ト
﹂。
2
0
2
2
年
度
の
秋
シ
ー
ズ

ン
第
一
弾
を
飾
っ
た
の
は
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ

ン
・
イ
ッ
サ
ー
リ
ス
の
チ
ェ
ロ
・
リ
サ
イ

タ
ル
で
し
た
。

イ
ッ
サ
ー
リ
ス
と
神
奈
川
芸
術
文
化
財

団
の
交
流
は
、
2
0
0
4
年
に
さ
か
の
ぼ

り
ま
す
。
現
在
、
演
奏
を
聴
く
こ
と
が
で

き
る
チ
ェ
リ
ス
ト
の
な
か
で
、
世
界
最
高

峰
の
一
人
と
い
わ
れ
る
イ
ッ
サ
ー
リ
ス
。

ス
ト
ラ
デ
ィ
ヴ
ァ
リ
ウ
ス
で
奏
で
る
演
奏

は
音
楽
堂
の
﹁
木
の
ホ
ー
ル
﹂
を
震
わ
せ
、

観
客
を
魅
了
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
県
民

ホ
ー
ル
で
も︵
2
0
0
6
／
2
0
0
9
年
︶

来
日
公
演
を
実
施
。
2
0
2
1
年
に
は
、

自
身
の
ル
ー
ツ
で
も
あ
る
ロ
シ
ア
音
楽
の

作
曲
家
た
ち
に
よ
る
演
目
を
中
心
と
し
た

新
た
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
と
も
に
、
音
楽
堂

の
舞
台
へ
と
帰
っ
て
く
る
は
ず
で
し
た
。

し
か
し
コ
ロ
ナ
禍
に
見
舞
わ
れ
来
日
は
か

な
わ
ず
、
翌
2
0
2
2
年
2
月
に
は
ロ
シ

ア
軍
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
が
勃
発
。

い
ま
だ
紛
争
は
終
結
を
み
て
い
ま
せ
ん

︵
2
0
2
3
年
3
月
現
在
︶。

そ
し
て
2
0
2
2
年
9
月
、
音
楽
堂
で

の
来
日
公
演
が
つ
い
に
実
現
。
コ
ン
サ
ー

ト
で
は
、
ロ
シ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
が

起
こ
る
以
前
に
自
身
が
企
画
し
た
テ
ー
マ

を
変
更
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

世
界
で
活
躍
す
る
イ
ッ
サ
ー
リ
ス
の
久
し

ぶ
り
の
来
日
と
な
り
、
会
場
も
満
席
に
。

音
楽
堂
で
は
コ
ン
サ
ー
ト
に
さ
き
が
け
、

関
連
プ
ロ
グ
ラ
ム[
街
な
か
ト
ー
ク
カ
フ
ェ

﹁
イ
ッ
サ
ー
リ
ス
か
ら
た
ど
る
﹃
ロ
シ
ア
音

楽
﹄﹂]
を
8
月
25
日
に
開
催
し
ま
し
た
。

講
師
に
迎
え
た
の
は
東
欧
音
楽
の
専
門

家
・
伊
東
信
宏
先
生
︵
大
阪
大
学
大
学
院

教
授
︶。
映
像
や
音
源
、
質
問
コ
ー
ナ
ー
を

挟
み
な
が
ら
、
9
月
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
中

心
に
、
イ
ッ
サ
ー
リ
ス
の
祖
父
で
あ
り
ロ

シ
ア
を
代
表
す
る
ピ
ア
ニ
ス
ト
で
も
あ
っ

た
、
ユ
リ
ウ
ス
・
イ
ッ
セ
ル
リ
ス
︵
イ
ッ

サ
ー
リ
ス
︶
の
人
生
も
ふ
り
か
え
り
ま
し

た
。
伊
東
先
生
は
コ
ン
サ
ー
ト
に
つ
い
て

﹁
今
年
に
入
っ
て
か
ら
、
ロ
シ
ア
人
の
音
楽

家
を
コ
ン
サ
ー
ト
か
ら
排
除
す
る
動
き
も

あ
り
ま
し
た
。
で
す
が
ロ
シ
ア
音
楽
だ
か

ら
と
い
っ
て
耳
を
ふ
さ
ぐ
こ
と
は
、
何
の

意
味
も
な
い
こ
と
だ
と
僕
も
思
い
ま
す
。

音
楽
史
の
な
か
で
も
す
ば
ら
し
い
ロ
シ
ア

音
楽
を
伝
え
て
い
く
と
い
う
、
イ
ッ
サ
ー

リ
ス
の
音
楽
家
と
し
て
の
姿
勢
に
は
、
共

感
し
て
い
ま
す
﹂
と
語
り
ま
し
た
。

WORK S 3
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聞き手・文：後藤菜穂子　写真：大野隆介

スティーヴン・イッサーリス
イギリス生まれ。ベルリン・フィルやゲヴァントハウス管弦楽団、ロサンジェルス・
フィルなどと共演し、ザルツブルク音楽祭やウィグモアホールなどの主要音楽祭
やホールに出演、現代最高のチェリストの一人として比類のない多彩な活動
を展開している。HIP（歴史的な奏法）にも強い関心を寄せ、古楽オーケストラ
にも頻繁に客演。同時に現代音楽にも熱心で、数々の新作の初演を任されて
きた。若い聴衆や音楽家のための活動にも情熱を傾け、執筆した３冊の書は、
すでに多くの言語に翻訳されている。主たる使用楽器は、イギリス王立音楽アカ
デミーから貸与された1726年製のストラディヴァリウス「マルキ・ド・コルブロン

（ネルソヴァ）」。

今
も
昔
も
、
音
楽
家
と
い
え
ど
も
自
国

の
政
治
や
世
界
情
勢
か
ら
切
り
離
さ
れ
て

存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

2
0
2
2
年
2
月
に
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク

ラ
イ
ナ
侵
攻
が
始
ま
っ
た
当
初
は
、
と
り

わ
け
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の

配
慮
お
よ
び
連
帯
感
か
ら
、
過
去
の
ロ
シ

ア
音
楽
を
演
奏
す
る
こ
と
を
問
題
視
す
る

風
潮
さ
え
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
チ
ェ

ロ
奏
者
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
イ
ッ
サ
ー
リ

ス
は
そ
う
し
た
考
え
は
ば
か
げ
て
い
る
と

主
張
し
ま
す
。﹁
現
在
の
戦
争
は
、
す
で
に

亡
く
な
っ
て
い
る
ロ
シ
ア
人
作
曲
家
た
ち

の
責
任
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
﹂。

昨
年
9
月
、
久
々
の
登
場
と
な
っ
た
音

楽
堂
で
の
リ
サ
イ
タ
ル
に
は
プ
ロ
コ
フ
ィ

エ
フ
や
ラ
フ
マ
ニ
ノ
フ
を
含
む
王
道
の
ロ

シ
ア
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
臨
み
、
ピ
ア
ニ
ス

ト
で
作
曲
家
で
あ
っ
た
祖
父
ユ
リ
ウ
ス
の

作
品
も
取
り
上
げ
ま
し
た
。

実
は
イ
ッ
サ
ー
リ
ス
の
父
方
の
ル
ー
ツ

は
ロ
シ
ア
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
双
方
に
あ
り

ま
す
。
祖
父
ユ
リ
ウ
ス
は
現
在
の
モ
ル
ド

ヴ
ァ
出
身
の
ユ
ダ
ヤ
系
ロ
シ
ア
人
、
モ
ス

ク
ワ
音
楽
院
で
タ
ネ
ー
エ
フ
ら
に
学
び
、

そ
の
後
、
1
9
2
0
年
代
に
事
実
上
西
側

に
亡
命
。
祖
母
は
現
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
オ

デ
ー
サ
の
出
身
で
、
父
も
オ
デ
ー
サ
で
生

ま
れ
ま
し
た
。
イ
ッ
サ
ー
リ
ス
自
身
、
オ

デ
ー
サ
を
何
度
も
訪
れ
て
い
ま
す
。

﹁
祖
父
が
ソ
連
を
出
た
の
は
1
9
2
2

年
の
こ
と
で
す
の
で
、
今
ウ
ク
ラ
イ
ナ
か

ら
避
難
さ
れ
て
い
る
方
々
の
よ
う
に
戦
争

に
よ
っ
て
国
を
追
わ
れ
た
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
お
そ
ら
く
ロ
シ
ア
革
命
後
の

ソ
連
の
行
方
に
不
安
を
感
じ
て
い
た
の
だ

と
思
い
ま
す
﹂
と
イ
ッ
サ
ー
リ
ス
は
語
り

ま
す
。
祖
父
ユ
リ
ウ
ス
は
、
ま
ず
ウ
ィ
ー

ン
に
移
り
住
み
、
そ
の
後
ナ
チ
ス
に
よ
る

オ
ー
ス
ト
リ
ア
併
合
を
逃
れ
て
英
国
に
渡

り
、
ソ
連
に
戻
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
こ
う
し
て
時
代
に
翻
弄
さ
れ
国
を

追
わ
れ
た
音
楽
家
の
姿
に
、
今
の
ウ
ク
ラ

イ
ナ
の
人
々
の
苦
境
が
重
な
り
合
い
ま
す
。

﹁
祖
父
が
チ
ェ
ロ
と
ピ
ア
ノ
の
た
め
に
作

曲
し
た
︽
バ
ラ
ー
ド
︾
は
と
て
も
ロ
マ
ン

テ
ィ
ッ
ク
で
、
望
郷
の
念
に
満
ち
て
い
ま

す
。
ウ
ィ
ー
ン
で
書
か
れ
、
祖
父
が
た
い

へ
ん
尊
敬
し
て
い
た
カ
ザ
ル
ス
に
献
呈
さ

れ
ま
し
た
﹂

こ
う
し
た
争
い
の
時
代
に
音
楽
家
と
し

て
何
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
い
に
対

し
て
は
、
現
実
主
義
的
な
英
国
人
ら
し
く

﹁
大
き
な
力
に
は
な
れ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
自
分
た
ち
に
で
き
る
こ
と
を
す
る

だ
け
﹂
と
イ
ッ
サ
ー
リ
ス
。﹁
5
月
に
は
友

人
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
奏
者
イ
レ
ー
ヌ
・
デ
ュ

ヴ
ァ
ル
と
ロ
ン
ド
ン
で
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
た

め
の
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ト
を
行

い
ま
し
た
。
ま
た
、
楽
器
を
失
っ
た
ウ
ク

ラ
イ
ナ
の
チ
ェ
リ
ス
ト
に
楽
器
を
届
け
る

活
動
に
も
微
力
な
が
ら
関
わ
り
ま
し
た
。

で
も
正
直
、
戦
争
の
こ
と
は
よ
く
わ
か
り

ま
せ
ん
。
ロ
シ
ア
国
内
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
音
楽
家
た
ち
が
ど
う
し
て
い
る
の
か
も

気
に
な
り
ま
す
。
私
自
身
、
二
度
と
ロ
シ

ア
で
演
奏
す
る
こ
と
が
な
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
ま
る
で
再
び
冷
戦
時
代
に
戻
っ
た

か
の
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
今
は
一
刻
も
早

く
戦
争
が
終
結
す
る
こ
と
を
強
く
願
っ
て

い
ま
す
﹂。

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・イ
ッ
サ
ー
リ
ス
　
チ
ェ
リ
ス
ト

IN
T
E
R
V
IE
W
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一隻の船に揺られ、たどり着いたのは木 が々生い茂る真っ暗闇の無人島。ここ猿島ではアートイベント

「Sense Island - 感覚の島 - 暗闇の美術島 2022」（以下、Sense Island）が、2022年11月〜12月に開

かれました。日没後、自然を感じながら作品を楽しむ唯一無二の体験。今年で3回目の開催となった

イベントです。実現に至った背景を、横須賀市職員の皆さまに聞きました。

取
材
・
文

：

編
集
部

も
と
も
と
国
が
所
有
し
て
い
た
猿
島
。

横
須
賀
市
の
管
理
に
な
っ
て
以
降
、
〝歴
史

と
自
然
を
体
感
で
き
る
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
〟
と
し
て
の
活
用
に
向
け
、
市
は
整
備

を
し
て
き
ま
し
た
。
2
0
1
5
年
に
国
史

跡
と
し
て
文
化
財
指
定
を
受
け
ま
す
が
、

第
二
次
大
戦
か
ら
約
80
年
た
っ
た
現
在
も
、

「
旧
日
本
軍
の
砲
台
や
要
塞
跡
が
あ
る
猿

島
を
史
跡
と
し
て
残
す
こ
と
に
疑
問
の
声

を
い
た
だ
く
こ
と
は
あ
り
ま
す
」
と
、
横

須
賀
市
の
生
涯
学
習
課
・
川
本
真
由
美
さ

ん
は
話
し
ま
す
。
そ
う
し
た
な
か
横
須
賀

市
は
、
残
す
こ
と
の
良
し
悪
し
を
問
う
の

で
は
な
く
、「
戦
争
の
時
代
が
あ
っ
た
こ
と

を
伝
え
る
」
こ
と
が
こ
の
史
跡
の
一
つ
の

役
割
で
あ
る
と
い
う
考
え
の
も
と
、
島
の

活
用
を
進
め
て
い
ま
す
。

横
須
賀
の
歴
史
を
ふ
り
か
え
る
と
、

〝軍
〟
と
の
歩
み
は
切
っ
て
も
切
り
離
せ
ま

せ
ん
。
軍
に
よ
っ
て
イ
ン
フ
ラ
が
整
備
さ

れ
、
軍
需
産
業
の
発
展
と
と
も
に
、
横
須

賀
は
都
市
化
し
ま
し
た
。
第
二
次
大
戦
で

は
猿
島
を
は
じ
め
要
塞
地
帯
と
し
て
の
役

割
を
担
い
ま
し
た
が
、
空
襲
な
ど
に
よ
る

甚
大
な
被
害
が
民
間
に
は
出
ま
せ
ん
で
し

た
。
終
戦
後
、
米
海
軍
横
須
賀
基
地
が
置

か
れ
、
現
在
も
基
地
内
で
働
く
市
民
も
多

く
、
ま
ち
な
か
に
は
英
語
表
記
の
看
板
が

立
ち
並
ぶ
―
。
様
々
な
ル
ー
ツ
を
も
つ

人
が
い
る
こ
と
が
横
須
賀
の
日
常
の
風
景

に
な
っ
て
い
ま
す
。

猿
島
を
公
園
と
し
て
活
用
し
は
じ
め
た

当
初
か
ら
、
昼
間
は
史
跡
を
見
学

す
る
「
猿
島
ツ
ア
ー
」
の
ほ
か
、

バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
な
ど
の
レ
ジ
ャ
ー
が

楽
し
め
る
場
所
と
し
て
運
用
を
し

て
き
ま
し
た
が
、
パ
ノ
ラ
マ
テ
ィ
ク

ス
主
宰
・
齋
藤
精
一
さ
ん（「Sense 

Island

」
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
）

と
の
出
会
い
か
ら
、
そ
れ
ま
で
は

開
い
て
こ
な
か
っ
た
「
夜
の
猿
島
」

に
着
目
。
月
明
か
り
の
な
か
で
の

ア
ー
ト
イ
ベ
ン
ト
に
取
り
組
む
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
企
画
課
・
下
山
麻

里
さ
ん
は
「
上
地
克
明
横
須
賀
市
長

は
ア
ー
ト
や
音
楽
、
ス
ポ
ー
ツ
な
ど

で
、
ま
ち
と
市
民
を
元
気
に
す
る
取

り
組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。
私
は
、

そ
ん
な
文
化
的
な
取
り
組
み
と
猿
島

を
組
み
合
わ
せ
た
い
と
い
う
思
い
が

あ
り
ま
し
た
」
と
話
し
ま
す
。

前
例
の
な
い
試
み
に
向
け
て
、
市
で
は

イ
ベ
ン
ト
を
実
施
す
る
企
画
課
、
史
跡
を

保
存
す
る
生
涯
学
習
課
、
都
市
公
園
と
し

て
猿
島
を
管
理
す
る
公
園
管
理
課
の
3
つ

の
部
門
が
チ
ー
ム
を
組
み
、
ア
ー
ト
と
い

う
こ
れ
ま
で
に
な
い
切
り
口
で
猿
島
の
魅

力
を
発
信
す
る
取
り
組
み
の
実
現
へ
向
け

た
話
し
合
い
が
ス
タ
ー
ト
。「
夜
の
無
人
島

が
舞
台
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
暗
闇
の
な

か
で
歩
く
際
に
危
険
が
な
い
照
明
配
置
と

な
る
よ
う
協
議
す
る
な
ど
、
安
全
に
は
十

分
考
慮
し
ま
し
た
」
と
公
園
管
理
課
の
福

田
航
大
さ
ん
。
開
催
前
に
は
市
職
員
か
ら

参
加
者
を
募
り
、
実
際
に
歩
い
て
み
て
危

険
が
な
い
か
テ
ス
ト
を
す
る
な
ど
、
安
全

管
理
に
腐
心
し
た
そ
う
で
す
。

横
須
賀
市
に
は
同
じ
く
国
史
跡
の
千

代
ヶ
崎
砲
台
跡
を
は
じ
め
、
猿
島
以
外
の

近
代
化
遺
産
も
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。
今

後
は
猿
島
に
限
ら
ず
広
く
市
内
の
歴
史
遺

産
を
活
用
し
て
い
く
こ
と
も
視
野
に
入
れ
、

横
須
賀
の
魅
力
を
発
信
し
て
い
き
ま
す
。

米
海
軍
横
須
賀
基
地
の
印
象
が
強
い
横
須
賀
。
歴
史

を
さ
か
の
ぼ
る
と
江
戸
幕
末
期
か
ら
、
現
在
の
基
地
内

に
日
本
初
の
近
代
的
な
工
場
﹁
横
須
賀
製
鉄
所
﹂
が
建

設
さ
れ
、
こ
の
場
所
が
近
代
文
明
発
祥
の
地
と
な
り
ま

し
た
。
製
鉄
所
建
設
の
き
っ
か
け
は
、
横
須
賀
・
浦
賀

へ
の
﹁
ペ
リ
ー
来
航
﹂
な
ど
に
よ
る
国
防
の
危
機
感
で

し
た
。
幕
府
の
役
人
が
、
こ
れ
を
機
に
ワ
シ
ン
ト
ン
の

造
船
所
な
ど
を
視
察
。
江
戸
時
代
ま
で
の
木
と
紙
の
文

化
か
ら
、
レ
ン
ガ
や
鉄
な
ど
に
よ
る
近
代
工
業
を
推
進

す
る
こ
と
に
。
ネ
ジ
な
ど
の
細
か
な
部
品
か
ら
軍
艦
ま

で
、
様
々
な
工
業
製
品
を
つ
く
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ

た
の
で
す
。
そ
の
後
、
同
製
鉄
所
は
旧
日
本
軍
の
施
設

と
し
て
多
く
の
軍
艦
を
建
造
し
ま
し
た
が
、
第
二
次
大

戦
後
、
こ
の
地
は
米
海
軍
基
地
に
な
り
ま
し
た
。

現
在
、
横
須
賀
市
で
は
猿
島
を
は
じ
め
、
旧
横
須
賀

製
鉄
所
や
浦
賀
ド
ッ
ク
な
ど
、
市
の
歴
史
に
ま
つ
わ
る

史
跡
や
施
設
を
周
遊
す
る
﹁
よ
こ
す
か
ル
ー
ト
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
﹂
と
い
う
新
し
い
楽
し
み
方
を
打
ち
出
し
て
い

ま
す
。﹁
皆
さ
ん
が
ま
だ
知
ら
な
い
、
横
須
賀
か
ら
始

ま
っ
た
日
本
近
代
化
の
歴
史
に
触
れ
て
も
ら
う
き
っ
か

け
に
な
れ
ば
﹂
と
企
画
課
・
下
山
さ
ん
は
話
し
ま
す
。

SIGHT 1

猿
さ る

島
し ま

（神奈川県・横須賀市）

近
代
文
明
発
祥
の
地
と
し
て
の

横
須
賀

コラム

文化財としてレンガのまま残そうと、大規模な改修を予定しているレンガ
造りのトンネル。サウンドアートの展示は圧巻だった
石毛健太『コウモリの会話』　写真：Naomi Circus

江戸時代から台場（砲台）が多く設置されていた猿島。「Sense 
Island」では砲台跡を用いて映像作品などを展示した
オウ・シャオハン『Life in the Moonlight』　写真：Naomi Circus

砲台稼働時は大部分の木々が伐採されていたが、戦後時間
をかけて緑が生い茂る島となった
提供：横須賀市

猿島　東京湾唯一の自然島であり、湾内最大の無
人島。島全体に生い茂る豊かな自然のなか、レンガ
積みのトンネルや砲台跡などの旧軍事施設が残って
おり、唯一無二の神秘的な雰囲気をつくり上げている。
散策のほかにもバーベキューや釣りなど、四季を通し
てアウトドアアクティビティを楽しむことができる。 12



「アジアの熱帯林」「オセアニアの草原」など複数のゾーンに分かれ、世界を旅するように楽しめる「よこ

はま動物園ズーラシア」（以下ズーラシア）。繁殖などの研究にも取り組んでいます。2021年には国の

天然記念物であるツシマヤマネコの人工授精にも成功し、世界から大きな反響を呼びました。人間の

営みと動物の関係にまつわるお話を、村田浩一園長に聞きました。

取
材
・
文

：

編
集
部

写
真

：

加
藤 

甫

日
本
で
初
め
て
オ
カ
ピ
を
公
開
し
た
こ

と
で
も
知
ら
れ
る
、
国
内
で
も
最
大
級
の

動
物
園
・
ズ
ー
ラ
シ
ア
。「
横
浜
動
物
の
森

公
園
」
の
な
か
に
あ
り
、
森
林
と
一
体
に

な
っ
た
自
然
豊
か
な
環
境
が
魅
力
で
す
。

動
物
園
に
行
っ
て
目
の
前
の
動
物
を
か

わ
い
い
と
感
じ
、「
大
切
に
し
よ
う
」
と
優

し
い
気
持
ち
を
も
つ
こ
と
は
、
実
は
自
分

た
ち
人
間
の
生
活
や
社
会
を
大
切
に
す
る

こ
と
と
深
く
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
地
球

環
境
の
な
か
で
人
間
が
生
き
延
び
る
た
め

に
は
、
生
物
の
多
様
性
が
維
持
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
重
要
だ
か
ら
で
す
。「
地
球
は
生

物
の
絶
滅
も
経
験
し
て
お
り
、
何
万
種
も

の
生
物
が
生
ま
れ
て
は
消
え
ま
し
た
。
た

だ
当
時
は
一
種
が
滅
び
る
の
に
数
万
年
～

数
十
万
年
か
か
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
産
業

革
命
以
降
、
種
が
絶
滅
す
る
期
間
が
急
速

に
早
ま
っ
た
ん
で
す
。
1
日
に
1
0
0
種

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
今
は
数
時
間

に
一
種
が
滅
び
て
い
る
と
い
う
説
も
あ
る
」

と
村
田
園
長
は
指
摘
し
ま
す
。

人
間
以
外
の
種
が
滅
び
、
生
物
の
多
様

性
が
失
わ
れ
た
時
に
何
が
起
こ
る
か
。
本

来
、
野
生
動
物
に
つ
い
て
い
た
病
原
体
が
、

人
間
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
す
る
よ
う
に
な
る
。

ま
た
開
発
の
た
め
に
人
間
が
森
林
地
帯
へ

立
ち
入
る
こ
と
で
、
野
生
動
物
と
の
接
触

機
会
が
増
え
る
―
。
こ
う
い
っ
た
要
因

が
絡
み
合
い
、
ス
ペ
イ
ン
風
邪
ウ
イ
ル
ス

か
ら
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
至
る
ま
で
、

も
と
も
と
動
物
が
も
っ
て
い
た
病
原
体
が

人
間
の
生
存
環
境
を
脅
か
す
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

ズ
ー
ラ
シ
ア
が
人
工
授
精
に
成
功
し
た

ツ
シ
マ
ヤ
マ
ネ
コ
は
、
東
ア
ジ
ア
か
ら
東

南
ア
ジ
ア
の
ベ
ン
ガ
ル
ヤ
マ
ネ
コ
に
ル
ー

ツ
を
も
ち
ま
す
。
長
崎
県
・
対
馬
で
孤
立

し
た
当
時
は
、
森
林
で
ネ
ズ
ミ
や
野
鳥
な

ど
を
追
い
か
け
て
生
き
て
い
ま
し
た
。
肉

食
獣
が
生
き
る
た
め
に
は
、
餌
と
な
る
生

物
、
さ
ら
に
そ
の
餌
と
な
る
生
物
が
生
き

ら
れ
る
環
境
が
整
っ
て
い
る
必
要
が
あ
り

ま
す
が
、
次
第
に
対
馬
で
も
開
発
が
進
み

森
林
が
伐
採
さ
れ
、
ツ
シ
マ
ヤ
マ
ネ
コ
の

餌
と
な
る
生
物
が
生
き
に
く
く
な
り
ま
し

た
。
そ
し
て
産
業
道
路
な
ど
で
は
、
ツ
シ

マ
ヤ
マ
ネ
コ
の
交
通
事
故
、
い
わ
ゆ
る

ロ
ー
ド
キ
ル
が
多
発
。
1
9
9
8
年
に
は

絶
滅
危
惧
種
に
指
定
さ
れ
、
現
在
は
1
0
  

0
頭
程
度
し
か
生
存
し
て
い
な
い
と
も
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

ツ
シ
マ
ヤ
マ
ネ
コ
の
人
工
授
精
へ
の
取

り
組
み
に
つ
い
て
村
田
園
長
は
「
動
物
が

自
然
の
摂
理
で
滅
び
る
こ
と
を
止
め
た
い

と
は
思
い
ま
せ
ん
。
で
す
が
人
間
の
活
動

に
よ
っ
て
滅
ん
で
い
く
こ
と
は
、
何
ら
か

の
か
た
ち
で
阻
止
し
な
く
て
は
」
と
思
い

を
語
り
ま
す
。
人
工
授
精
だ
け
で
な
く
、
希

少
動
物
の
精
子
や
受
精
卵
を
凍
結
保
存
し

て
未
来
の
技
術
に
託
す
な
ど
、
世
界
中
の

動
物
園
が
あ
ら
ゆ
る
手
段
で
様
々
な
動
物

の
種
を
守
る
研
究
を
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

ズ
ー
ラ
シ
ア
で
は
毎
年
半
年
間
に
わ

た
っ
て
月
1
回
、
ズ
ー
ラ
シ
ア
ス
ク
ー
ル

と
い
う
小
学
校
中
高
学
年
の
子
ど
も
向
け

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
開
い
て
い
ま
す
。「
本
気

に
な
れ
ば
地
球
も
救
え
る
」
と
村
田
園
長
。

「
政
治
や
経
済
で
何
か
を
変
え
て
い
く
こ
と

は
難
し
い
。
最
終
的
に
は
一
人
ひ
と
り
が

自
分
の
生
活
を
見
直
し
て
い
く
し
か
な
い

で
し
ょ
う
。
そ
の
た
め
の
保
全
教
育
も
重

要
で
す
。
未
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
に
、

自
然
や
動
物
の
価
値
を
伝
え
て
い
き
た
い

で
す
ね
」。

ベ
ト
ナ
ム
戦
争
で
は
枯
葉
剤
に
よ
っ

て
甚
大
な
森
林
破
壊
が
起
こ
り
、
生
息

し
て
い
た
ア
カ
ア
シ
ド
ゥ
ク
ラ
ン
グ
ー

ル
が
多
く
の
命
を
落
と
し
ま
し
た
。
動

物
愛
護
の
国
と
い
わ
れ
る
イ
ギ
リ
ス
も
、

ペ
ン
ギ
ン
の
貴
重
な
生
息
地
で
あ
る

フ
ォ
ー
ク
ラ
ン
ド
諸
島
を
紛
争
で
爆
撃

し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
ウ
ク

ラ
イ
ナ
に
は
ア
ス
カ
ニ
ア
・
ノ
ヴ
ァ
自

然
保
護
区
が
あ
り
、
絶
滅
し
か
け
て
い

た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
バ
イ
ソ
ン
を
復
活
さ
せ

た
歴
史
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
活
動
に

は
ロ
シ
ア
も
協
力
し
て
い
た
そ
う
で
す
が
、
ロ
シ
ア
・

ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
で
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
豊
か
な
自
然
環

境
に
も
、
甚
大
な
被
害
が
出
て
い
ま
す
。

﹁
人
間
は
戦
争
に
な
る
と
、
こ
れ
ま
で
大
切
に
し
て
き

た
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
う
ん
で
す
。
プ
ラ
ネ
タ
リ
ー
・

バ
ウ
ン
ダ
リ
ー
︵
地
球
の
限
界
︶
を
超
え
て
し
ま
っ
た

の
は
人
間
が
自
ら
引
き
起
こ
し
た
こ
と
。
生
物
た
ち
の

進
化
に
、
果
た
し
て
人
間
は
適
応
し
て
い
る
と
い
え
る

の
で
し
ょ
う
か
﹂
と
村
田
園
長
。
地
球
環
境
に
つ
い
て

私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
で
き
る
こ
と
を
、
立
ち
止
ま
っ

て
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

SIGHT 2

よこはま動物園ズーラシア（神奈川県・横浜市）

人
間
の
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
た

動
物
た
ち

コラム

元は動物園の獣医師だったという村田園長。動物写真
の撮影の名手でもある

ツシマヤマネコはズーラシアで見られる［日本の山里ゾーン］

インドゾウ。50年後に絶滅するという説も［アジア
の熱帯林ゾーン］

よこはま動物園ズーラシア　「生命の共生・自然との
調和」をメインテーマに掲げるよこはま動物園ズーラシア。
日本最大級の広大な敷地に世界の希少動物を数多く飼
育し、その生息環境を再現している。園内は世界の気候
帯・地域別に８つのゾーンに分かれており、世界一周の
動物旅行を楽しむことができる。13 ｜ 特集　“争い”の時代と表現　SIGHT



聞き手・文：山﨑健太

今日マチ子『Distance 
わたしの#stayhome日記』

（rn press、2021）

©︎今日マチ子

─
2
0
2
0
年
4
月
か
ら
発
表
し
て
い
る

「
わ
た
し
の#stayhom

e

日
記
」は
、『D

is-
tance

』『Essential

』の
2
冊
に
ま
と
め
ら
れ

て
い
ま
す
ね
。
描
こ
う
と
思
っ
た
き
っ
か
け
を

教
え
て
く
だ
さ
い
。

コ
ロ
ナ
禍
で
最
初
の
緊
急
事
態
宣
言
の
時
の

状
態
を
、
動
揺
し
て
い
る
自
分
の
気
持
ち
な
ど

も
含
め
て
﹁
こ
れ
は
絶
対
に
記
録
に
残
し
て
お

か
ね
ば
な
ら
な
い
﹂
と
思
っ
て
始
め
ま
し
た
。

私
は
戦
争
に
関
す
る
作
品
を
描
く
時
に
様
々
な

資
料
に
あ
た
り
ま
す
が
、
起
き
て
し
ま
っ
た
何

か
大
き
な
出
来
事
に
つ
い
て
の
資
料
は
残
っ
て

い
て
も
、
そ
の
後
ど
う
な
っ
て
い
っ
た
か
は
あ

ま
り
記
録
が
残
っ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
。
コ

ロ
ナ
禍
に
つ
い
て
描
く
な
ら
、
ど
う
や
っ
て
始

ま
り
、
ど
う
や
っ
て
終
わ
っ
て
い
っ
た
か
を
ち
ゃ

ん
と
記
録
し
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
例
え
ば
百

年
後
の
人
た
ち
に
残
せ
た
ら
と
い
う
気
持
ち
で

続
け
て
い
ま
す
。
過
去
の
戦
争
を
作
品
に
描
く

時
、
そ
れ
を
体
験
し
て
い
な
い
自
分
が
戦
争
を

都
合
よ
く
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
仕
立
て
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
気
持
ち
は
い
つ
も
ど
こ
か

に
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
逆
に
、
自
分
が
当

事
者
で
い
る
コ
ロ
ナ
禍
の
状
況
を
作
品
と
し
て

残
し
て
い
き
た
い
と
も
思
い
ま
し
た
。

─
3
年
間
描
き
続
け
て
き
て
い
か
が
で
す

か
？年

を
重
ね
る
に
つ
れ
、
い
ち
市
民
と
し
て
の

自
分
の
無
力
さ
を
強
く
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
特
に
コ
ロ
ナ
禍
以
降
、
自
分
の
声
は
公
に

は
ほ
と
ん
ど
響
か
な
い
と
い
う
諦
め
の
よ
う
な
も

の
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
で
も
S
N
S
で
発
信
し
た

﹁
わ
た
し
の#stayhom

e

日
記
﹂
へ
の
反
応
を
見
て

い
る
と
、
互
い
に
大
変
な
状
況
の
な
か
に
い
る
か

ら
こ
そ
、
世
界
中
の
人
と
共
有
で
き
る
も
の
も
あ

る
。
そ
れ
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
私
に
と
っ

て
は
大
き
な
出
来
事
で
し
た
し
、
そ
う
い
う
小
さ

な
連
帯
の
感
覚
に
は
す
ご
く
救
わ
れ
て
も
い
ま
す
。

─ 

今
後
は
ど
の
よ
う
な
作
品
を
構
想
さ
れ
て
い

ま
す
か
？

社
会
的
に
立
場
の
弱
い
人
が
絶
望
せ
ず
に
ど
う

や
っ
て
生
き
る
か
と
い
う
こ
と
を
ず
っ
と
考
え
て

い
て
、
そ
れ
と
戦
争
を
絡
め
た
作
品
を
描
き
た
い

で
す
ね
。
私
は
け
っ
こ
う
心
配
性
で
︵
笑
︶
10
代

の
頃
か
ら
、
戦
争
が
起
き
た
ら
ど
う
し
よ
う
と
頭

の
隅
で
考
え
て
い
た
ん
で
す
。
そ
う
し
て
今
、
実

際
に
コ
ロ
ナ
禍
や
ロ
シ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
に

直
面
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
生
き
て
い
れ
ば
予
期

せ
ぬ
災
害
や
戦
争
に
誰
し
も
直
面
す
る
可
能
性
が

あ
る
。
作
品
を
描
く
こ
と
で
そ
れ
に
備
え
、
心
配

を
和
ら
げ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

互
い
に
大
変
な
状
況
の
な
か
に
い
る
か
ら
こ
そ
、

世
界
中
の
人
と
共
有
で
き
る
も
の
も
あ
る

漫画家。文化庁メディア芸術祭審査委員会推薦作品に4度選出。
2014年に手塚治虫文化賞新生賞、2015年に日本漫画家協会賞大賞カーツーン部門を受賞。
コロナ禍の日常を絵日記のように描いた『Distance わたしの#stayhome日記』は
2022年1月に『報道ステーション』にて特集で紹介。
近著に『夜の大人、朝の子ども』『Essential わたしの#stayhome日記 2021-2022』。

PROFILE

日常から戦 争まで様々なテーマを描き、  

時代に応答した作品をつくり続けている漫画家の今日マチ子さん。  

コロナ禍にイラストによる「わたしの#stayhome日記」をSNSで発表し話題を呼びました。 

今感じていることやこれからの作品づくりについて、お話を聞きました。 

今 日マチ 子 Machiko Kyo
漫 画 家
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聞き手・文：編集部　写真：加藤 甫

2022年シーズン優勝を果たした横浜 F・
マリノスの選手たち
©︎1992 Y.MARINOS

─
約
1
年
間
、
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
広
報
キ
ャ

ラ
バ
ン
隊
の
活
動
を
通
し
て
感
じ
た
こ
と
を
教

え
て
く
だ
さ
い
。

プ
ロ
選
手
に
は
年
齢
の
壁
が
あ
り
ま
す
が
、

競
技
と
し
て
の
ス
ポ
ー
ツ
に
年
齢
は
関
係
あ
り

ま
せ
ん
。
ス
ポ
ー
ツ
は
趣
味
と
し
て
も
楽
し
め

ま
す
し
、
よ
り
高
み
を
目
指
そ
う
と
い
う
目
標

や
生
き
が
い
に
も
な
る
。
身
体
を
動
か
す
こ
と

は
健
康
に
も
役
立
ち
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
ス
ポ
ー

ツ
が
も
つ
い
ろ
い
ろ
な
魅
力
を
あ
ら
た
め
て
感

じ
た
1
年
に
な
り
ま
し
た
。
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク

に
は
将
棋
な
ど
の
競
技
も
あ
っ
て
、
80
歳
以
上

の
方
と
将
棋
を
さ
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
場
は
参
加
者
に
と
っ
て
、
負
け
れ
ば
悔
し

い
し
、
自
分
の
も
て
る
力
を
ぶ
つ
け
る
真
剣
勝

負
。
そ
し
て
競
う
だ
け
で
な
く
、
競
技
を
と
お

し
て
交
流
が
生
ま
れ
、
刺
激
を
与
え
合
う
場
で

も
あ
り
ま
し
た
。
活
動
を
通
し
て
感
じ
た
テ
ー

マ
は
“
人
生
を
楽
し
む
”
こ
と
で
す
ね
。

─
元
日
本
代
表
選
手
の
視
点
か
ら
、
サ
ッ

カ
ー
に
お
け
る
〝争
い
〟
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
で
し
ょ
う
か
。

国
を
背
負
っ
て
戦
う
時
は
、
言
葉
に
な
ら
な

い
重
圧
を
感
じ
な
が
ら
プ
レ
ー
を
し
ま
す
し
、

11
人
に
選
ば
れ
て
戦
え
る
こ
と
に
誇
り
を
も
っ

て
、
も
ち
ろ
ん
日
本
を
絶
対
に
勝
た
せ
る
ん
だ

と
い
う
思
い
で
ピ
ッ
チ
に
立
ち
ま
す
。
で
す
が

ス
ポ
ー
ツ
が
す
ば
ら
し
い
の
は
、
笛
が
鳴
っ
た

時
は
ノ
ー
サ
イ
ド
で
お
互
い
の
健
闘
を
た
た
え

合
う
。
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
で
は
国
と
国
が
戦
い
ま

す
が
、
決
め
ら
れ
た
ル
ー
ル
が
あ
っ
て
そ
の
な
か

で
プ
レ
ー
を
し
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
試
合
が
終
わ

れ
ば
仲
良
く
な
れ
る
ん
で
す
。
J
リ
ー
グ
で
は
ど

の
チ
ー
ム
に
も
様
々
な
国
籍
の
選
手
が
い
ま
す
。

F
・
マ
リ
ノ
ス
で
も
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
文
化
を
尊

重
し
合
い
な
が
ら
、
お
互
い
の
い
い
と
こ
ろ
を
見

て
生
活
し
て
い
ま
す
ね
。

─
2
0
2
2
年
シ
ー
ズ
ン
、
F
・
マ
リ
ノ
ス
は

見
事
リ
ー
グ
優
勝
を
果
た
し
ま
し
た
。

F
・
マ
リ
ノ
ス
の
サ
ポ
ー
タ
ー
は
、
苦
し
い
時

ほ
ど
選
手
を
支
え
て
く
れ
ま
す
。
４
連
敗
を
喫
し

た
厳
し
い
時
期
で
も
、
ブ
ー
イ
ン
グ
が
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
選
手
た
ち
も
そ
の
気
持
ち
に
応
え
よ

う
と
奮
起
す
る
こ
と
が
で
き
た
ん
で
す
。
優
勝
は
、

フ
ァ
ン
、
サ
ポ
ー
タ
ー
、
ク
ラ
ブ
、
そ
し
て
現
場

の
選
手
た
ち
、
我
々
メ
デ
ィ
ア
で
広
報
活
動
を
す

る
ス
タ
ッ
フ
み
ん
な
の
気
持
ち
が
一
つ
に
な
っ
た

証
し
で
す
。
諦
め
ず
に
戦
う
選
手
た
ち
の
姿
は
、

見
る
人
の
勇
気
や
活
力
に
も
な
り
ま
す
。
ス
タ
ジ

ア
ム
に
、
ぜ
ひ
一
度
足
を
運
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

決
め
ら
れ
た
ル
ー
ル
の
な
か
で
戦
う
か
ら
こ
そ

ス
ポ
ー
ツ
で
は

笛
が
鳴
っ
た
ら
ノ
ー
サ
イ
ド

PROFILE

1995年から2011年までプロサッカー選手として活躍。
横浜フリューゲルス、横浜F・マリノス、柏レイソル、大宮アルディージャでプレー。
元日本代表選手。
2014年にJリーグ功労選手賞を受賞。
現在は横浜市、横須賀市、大和市をホームタウンとする
プロサッカーチーム「横浜Ｆ・マリノス」のアンバサダーとして精力的に活動中。

主に60歳以上の高齢者 が参加するスポーツの祭典・全国健康福祉祭（ねんりんピック）。

 「ねんりんピックかながわ2022」では神奈川県 が初めて開催地となりました。

元プロサッカー選手で、ねんりんピック広 報キャラバン隊を務めた波戸康広さんに、

平和な“争い”ともいえるスポーツの魅力についてお話を聞きました。

波 戸 康 広 Yasuhiro Hato
横 浜 F・マリノス　アンバ サダー

15 ｜ インタビュー
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活
を
逃
れ
て
帰
郷
し
た
の
で
し
た
。
そ
の
夜
、

夜
具
を
お
さ
め
る
蒲
団
部
屋
を
あ
て
が
わ
れ

た
河
本
の
も
と
に
旅
館
の
娘･

新
子
︹
岡
田

茉
莉
子
︺
が
逃
げ
て
き
ま
す
。
新
子
は
軍
医

ら
の
酒
席
で
﹁
日
本
が
負
け
る
﹂
と
口
を
滑

ら
せ
た
よ
う
で
し
た
。﹁
婦
女
子
の
妄
言
と

は
い
え
、
け
し
か
ら
ん
﹂
と
怒
声
を
あ
げ
て

日
本
刀
を
振
り
回
し
て
い
た
軍
人
が
な
だ
め

ら
れ
て
酒
席
に
戻
る
と
、
新
子
は
自
身
の
身

の
上
を
河
本
に
語
り
は
じ
め
ま
す
。﹁
私
こ

の
３
月
に
女
学
校
卒
業
す
る
ま
で
横
浜
に
い

た
の
よ
…
。
こ
ん
な
山
ン
中
来
る
の
嫌
だ
っ

た
け
ど
、
空
襲
は
ひ
ど
く
な
る
し
…
、
お
母

さ
ん
こ
こ
に
再
婚
し
て
た
で
し
ょ
う
。
お
父

さ
ん
が
死
ん
だ
か
ら
来
た
の
よ
…
。
こ
こ
の

義
理
の
お
父
さ
ん
、
私
嫌
い
だ
っ
た
の
よ
﹂。

お
下
げ
髪
を
も
て
あ
そ
び
な
が
ら
、
開
け
っ

ぴ
ろ
げ
な
言
い
よ
う
で
、
初
対
面
の
河
本
に

語
り
ま
す
。
そ
れ
は
軍
人
を
前
に
﹁
日
本
は

負
け
る
﹂
と
口
を
滑
ら
せ
か
ね
な
い
、
無
垢

で
無
防
備
な
明
る
さ
を
た
た
え
、
生
き
る
こ

と
に
真
剣
に
向
き
合
っ
て
い
た
河
本
の
心
も

動
か
す
の
で
し
た
。

﹃
大
曾
根
家
の
朝
﹄
の
房
子
と
﹃
秋
津
温

泉
﹄の
新
子
。
日
本
映
画
の
名
作
に
登
場
す

る
こ
の
二
人
の
女
性
は
年
齢
こ
そ
違
え
、
い

ず
れ
も
青
春
期
を
横
浜
の
自
由
で
清
新
な

雰
囲
気
の
な
か
で
過
ご
し
た
、
軍
国
主
義
に

馴
染
ま
ず
、
軍
国
主
義
を
最
も
苛
立
た
せ
る

存
在
の
女
性
で
し
た
。
そ
し
て
新
子
と
同
じ

世
代
の
大
曾
根
家
の
娘･

悠
子
も
、
叔
父･

日
本
人
の
心
の
美
し
さ･

健
気
さ
を
一
貫

し
て
追
求
し
た
映
画
監
督
の
木
下
惠
介
は
、

太
平
洋
戦
争
の
被
害
が
深
刻
化
し
つ
つ
あ
る

時
期
に
撮
影
し
た
陸
軍
省
後
援
映
画
﹃
陸

軍
﹄︵
昭
和
19
年
12
月
公
開
︶の
終
盤
で
、
戦

地
に
赴
く
隊
列
に
息
子
の
姿
を
見
つ
け
、
そ

の
無
事
を
祈
っ
て
行
進
に
追
い
す
が
り
涙
し

て
見
送
る
母
親
︹
俳
優

：

田
中
絹
代
︺
を
、

一
言
の
セ
リ
フ
も
介
さ
ず
に
描
き
ま
し
た
。

映
画
は
当
時
の
国
策
に
の
っ
と
っ
た
内
容
で

し
た
が
、
木
下
に
と
っ
て
息
子
の
無
事
を
願

う
母
の
切
な
る
シ
ー
ン
だ
け
が
重
要
で
し
た
。

し
か
し
こ
の
場
面
が
“
女
々
し
い
”
と
情
報

局
に
に
ら
ま
れ
て
、
木
下
は
映
画
監
督
と
し

て
の
将
来
を
断
念
し
ま
す
。
そ
の
後
８
ヶ
月

し
て
日
本
が
戦
争
に
敗
れ
て
時
代
が
転
換
す

る
と
、
木
下
は
直
ち
に
次
作
﹃
大
曾
根
家
の

朝あ
し
た

﹄
に
と
り
か
か
り
ま
す
。
公
開
は
敗
戦
か

ら
半
年
後
の
昭
和
21
年
2
月
で
し
た
。

描
か
れ
た
の
は
昭
和
18
年
か
ら
20
年
の

直
近
の
時
代
、
舞
台
は
日
清･

日
露
戦
に
勲

功
の
あ
っ
た
陸
軍
少
将
を
祖
父
に
も
つ
大
曾

根
家
。
父
は
大
学
教
授
で
自
由
主
義
者
で

し
た
が
す
で
に
亡
く
、
未
亡
人
の
房
子
︹
杉

村
春
子
︺と
一
郎･

泰
二･

悠
子･

隆
の
三
男

一
女
の
生
活
は
、
昭
和
18
年
の
ク
リ
ス
マ
ス

に
ピ
ア
ノ
を
囲
ん
で
﹁
き
よ
し
こ
の
夜
﹂
を

歌
い
祝
う
よ
う
な
家
風
で
し
た
。
し
か
し
こ

の
よ
う
な
聖
夜
に
、
時
勢
に
批
判
的
な
文
章

を
書
い
た
一
郎
は
思
想
犯
と
し
て
収
監
さ
れ
、

悠
子
は
婚
約
者
の
実み

な
り成
を
戦
争
に
と
ら
れ
て

し
ま
い
ま
す
。

兄
弟
の
叔
父･

大
曾
根
一
誠
︹
小
沢
栄
太

郎
︺
は
、
職
業
軍
人
で
陸
軍
大
佐
で
し
た
。

軍
国
主
義
の
威
風
を
吹
か
せ
、
一
郎
逮
捕
を

家
の
恥
だ
と
し
て
、
横
暴
に
も
実
成
家
に
ま

で
出
向
い
て
悠
子
と
の
婚
約
を
解
消
さ
せ
て

し
ま
い
ま
す
。

翌
19
年
、
画
家
志
望
の
次
男
・
泰
二
も
召

集
さ
れ
て
兵
役
に
就
き
ま
す
が
戦
地
で
病
を

得
て
そ
の
後
死
亡
。
空
襲
で
家
を
焼
か
れ
た

一
誠
夫
妻
が
大
曾
根
家
に
同
居
す
る
こ
と
と

な
り
ま
す
が
、
か
ね
て
か
ら
自
由
な
家
風
が

面
白
く
な
い
。
一
誠
は
同
居
に
際
し
て
房
子

に
﹁
あ
な
た
が
嫁
に
来
ら
れ
て
か
ら
大
曾
根

家
の
家
風
は
一
変
し
ま
し
た
な
ぁ
﹂
と
切
り

出
し
、﹁
兄
貴
の
自
由
主
義
は
付
け
焼
き
刃

に
す
ぎ
な
か
っ
た
﹂
が
﹁
あ
な
た
の
場
合
は

貿
易
商
を
ご
両
親
に
も
た
れ
、
ご
自
身
は
横

浜
の
外
人
の
学
校
を
出
ら
れ
て
、
身
に
つ
い

た
も
の
で
し
た
﹂
と
義
姉
に
対
し
、
い
ん
ぎ

ん
な
口
調
で
非
難
し
ま
す
。
そ
し
て
純
真
で

感
化
さ
れ
や
す
い
三
男･

隆
の
海
軍
志
願
に

は
手
放
し
で
満
足
の
意
を
表
す
の
で
し
た
。

昨
年
末
に
亡
く
な
っ
た
吉
田
喜
重
監
督

の
代
表
作
﹃
秋
津
温
泉
﹄︵
昭
和
37
年
6
月

公
開
︶
は
、
山
陰
の
山
奥
の
旅
館
が
舞
台
で

す
。
戦
時
下
で
湯
治
客
は
な
く
、
軍
医
の
宿

舎
と
な
っ
て
い
る
秋
津
荘
に
、
空
襲
で
郷
里･

岡
山
の
実
家
を
焼
か
れ
た
河
本
︹
長
門
裕

之
︺
が
転
が
り
込
み
ま
す
。
河
本
は
小
説
家

志
望
で
し
た
が
、
結
核
で
東
京
で
の
大
学
生

一
誠
が
工
場
労
働
に
代
わ
る
安
逸
な
事
務
職

に
就
け
て
も
﹁
居
心
地
が
悪
い
﹂
と
口
に
し
、

財
産
家
の
結
婚
相
手
を
紹
介
し
て
も
決
し

て
肯が

え

ん
じ
な
い
、
強
い
自
由
意
思
を
発
露
す

る
の
で
し
た
。

﹃
大
曾
根
家
の
朝
﹄
で
は
、
日
本
が
降
伏

し
た
虚
脱
感
の
な
か
で
、
三
男･

隆
が
敗
戦

前
日
の
特
攻
で
散
っ
た
こ
と
が
知
ら
さ
れ
ま

す
。
一
誠
夫
妻
に
対
し
て
諸
事
遠
慮
が
ち
で

あ
っ
た
房
子
は
、
ほ
と
ば
し
る
よ
う
な
強
さ

で
家
か
ら
出
て
い
く
こ
と
を
一
誠
に
言
い
渡

し
、
大
曾
根
家
に
と
っ
て
の
戦
争
責
任
を
明

ら
か
に
す
る
の
で
し
た
。
そ
し
て
そ
の
直
後
、

悠
子
の
婚
約
者･

実
成
が
帰
還
。
長
男･

一

郎
も
釈
放
さ
れ
、
大
曾
根
家
に
“
朝
”
が
訪

れ
ま
す
。

対
し
て
秋
津
荘
の
新
子
は
、
戦
後
山
奥
の

旅
館
を
継
い
で
、
数
年
に
一
度
訪
れ
て
く
る

河
本
を
待
ち
く
た
び
れ
て
生
気
を
失
っ
て
い

き
、
河
本
も
世
俗
の
垢
に
ま
み
れ
て
い
き
ま

す
。
何
度
目
か
の
再
会
の
あ
と
、
新
子
は
秋

津
の
渓
谷
で
手
首
を
切
り
、
河
本
の
腕
の
な

か
で
骸む

く
ろ
を
横
た
え
ま
す
が
、
敗
戦
直
後
の
無

垢
な
時
代
に
魂
を
共
振
し
合
っ
た
河
本
は
、

そ
の
自
死
を
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
い
で
終

わ
り
ま
す
。

﹁
戦
争
は
女
の
顔
を
し
て
い
な
い
﹂
こ
と

を
日
本
映
画
の
ス
ク
リ
ー
ン
に
濃
厚
に
示
し

た
二
人
の
女
性
の
運
命
は
、
ま
こ
と
に
対
照

的
で
し
た
。

C O L U M N

大曾根家の母･秋津荘の娘
［ひらの・まさひろ］ 1960年静岡県生まれ。東海大学大学院修
了後、1986年横浜市史編集室勤務。1992年横浜開港資料館
調査研究員となり、のち主任調査研究員。経済史 ･ 文化史を
担当。2015年横浜市史資料室に移り、2020年退職。

平野正裕
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REGULARREGULAR
FEATUREFEATURE
本誌では、毎号以下のコンテンツをお届けします。

長引くコロナ禍でも開催された注目すべき音楽プログラムや、
苦労を重ねながら続けられる演劇活動から、

県内の2022年下半期のアートシーンをふりかえります。

アートシーンプレイバック

2021年の春に始まったクラシック音楽のシリーズ「C×（シー・バイ）」から、
第3回目となる「C × C（シー・バイ・シー）作曲家が作曲家を訪ねる旅」を紹介します。

C × (シー・バイ)シリーズ

普段は縁の下の力持ちとして様々なかたちで公演を支え、
「舞台裏」で活躍するスタッフの技術やその仕事について取り上げます。

今回は[空間デザイナー編]をお届けします。

公演の舞台裏
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２
０
２
２
年
の
神
奈
川
県
の
ク
ラ
シ
ッ

ク
音
楽
シ
ー
ン
は
﹁
節
目
﹂
や
﹁
始
ま
り
﹂

の
多
い
一
年
で
し
た
。
県
民
ホ
ー
ル
は
、

２
０
２
５
年
の
開
館
50
周
年
に
向
け
て
記

念
オ
ペ
ラ
シ
リ
ー
ズ
を
ス
タ
ー
ト
。
そ
の

第
１
弾
と
し
て
、
ミ
ニ
マ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ

ク
の
代
表
的
作
曲
家
で
あ
る
フ
ィ
リ
ッ

プ
・
グ
ラ
ス
と
、
数
々
の
前
衛
的
舞
台
作

品
で
知
ら
れ
る
演
出
家
ロ
バ
ー
ト
・
ウ
ィ

ル
ソ
ン
に
よ
る
オ
ペ
ラ
﹃
浜
辺
の
ア
イ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
﹄
が
上
演
さ
れ
、
大
き
な
話

題
と
な
り
ま
し
た
。﹃
浜
辺
の
ア
イ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
﹄
が
日
本
で
上
演
さ
れ
る
の
は

１
９
９
２
年
の
日
本
初
演
以
来
2
度
目
。

10
月
８
日
の
上
演
初
日
の
休
憩
中
に
は
、

神
奈
川
芸
術
文
化
財
団
の
芸
術
総
監
督
で

戦
後
を
代
表
す
る
作
曲
家
・
一
柳
慧
の
逝

会場｜神奈川県立音楽堂
日程｜2022年10月29日～30日
主催｜神奈川県立音楽堂

ローマの暴君シッラの改心を描くこのオペラは、台本
の説得力が乏しく、なかなか上演の機会に恵まれま
せんが、彌勒忠史による歌舞伎やサーカスの要素を
取り入れたダイナミックな演出が、３００年以上前につ
くられたオペラに新たな命を吹き込みました。ビオン
ディはエウローパ・ガランテと世界トップクラスの歌
手たちから、火花を散らすような鮮烈な音楽を引き出
し、ヘンデルのオペラを観る喜びを教えてくれました。

音楽堂室内オペラ・プロジェクト第5弾

『シッラ』全3幕 日本初演

2022年下半期の音楽プログラムをふりかえる
ウィズ・コロナも3年目となった2022年の下半期には、神奈川県内でいくつもの注目すべきコンサートやオペラ、
音楽祭が開催されました。そのなかから「節目」や「始まり」を感じさせたイベントをピックアップしてご紹介します。

会場｜神奈川県民ホール
日程｜2022年10月8日～9日
主催｜神奈川県民ホール

音楽と言葉と身体表現の交錯がオペラの概念をも
覆す『浜辺のアインシュタイン』。指揮者のキハラ
良尚は約４時間に及ぶ長大な作品を、最後まで緊
張を途切れさせることなく見事にコントロールし、ヴァ
イオリニストの辻彩奈も果てしない「反復」を強い
説得力をもって奏でました。演出、振付の平原慎
太郎は、透明のビニールを効果的に用いて「３.11」
を連想させるイメージを作品に重ね合わせ、２０２２
年に『浜辺のアインシュタイン』を再演する意味を
示しました。

神奈川県民ホール
開館50周年記念オペラシリーズVol.1
ロバート・ウィルソン／
フィリップ・グラス

『浜辺のアインシュタイン』

写真：加藤 甫

去
の
報
が
入
り
、
こ
の
日
は
日
本
の
コ
ン

テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
に
と
っ

て
忘
れ
ら
れ
な
い
1
日
と
な
り
ま
し
た
。

音
楽
堂
で
は
、
ヘ
ン
デ
ル
の
オ
ペ
ラ

﹃
シ
ッ
ラ
﹄
の
全
3
幕 

日
本
初
演
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
フ
ァ
ビ
オ
・
ビ
オ
ン
デ
ィ
率

い
る
イ
タ
リ
ア
の
古
楽
団
体
エ
ウ
ロ
ー

パ
・
ガ
ラ
ン
テ
を
招
い
て
行
わ
れ
た
こ
の

プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
は
、
元
々
は
２
０
２
０
年

２
月
に
上
演
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
っ
て
中
止
と
な
り
、
よ
う

や
く
２
年
半
越
し
で
日
の
目
を
見
ま
し
た
。

カ
ウ
ン
タ
ー
テ
ナ
ー
と
し
て
も
活
躍
す
る

演
出
家
の
彌
勒
忠
史
に
よ
る
歌
舞
伎
と
バ

ロ
ッ
ク
・
オ
ペ
ラ
の
融
合
は
注
目
を
集
め
、

古
楽
の
マ
ニ
ア
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
音
楽

文：八木宏之 （音楽評論）

写真：ヒダキトモコ
MUSI

C
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会場｜横浜みなとみらいホール
日程｜2022年10月29日
主催｜横浜みなとみらいホール

横浜みなとみらいホールは1年10ヶ月の改修工事を経て、
2022年10月にリニューアルオープンしました。リニューア
ル式典直前にスプリンクラー事故が発生するなど困難に
見舞われましたが、10月29日に予定通りリニューアルコン
サートを開催。沼尻竜典指揮神奈川フィルハーモニー管
弦楽団が、三善晃とR.シュトラウスの山にちなんだ大曲を、
生まれ変わったホールいっぱいに響かせました。オーバー
ホールを経て再び命を宿したパイプオルガン「ルーシー」も、
R.シュトラウスの《アルプス交響曲》で輝かしい音色を聴
かせてくれました（オルガンの演奏は2022年4月から第2
代ホールオルガニストを務める近藤岳が担当）。

横浜みなとみらいホールリニューアル記念事業

沼尻竜典指揮
神奈川フィルハーモニー
管弦楽団

会場｜箱根湖㞍アートビレッジ、NARAYA CAFE、
 仙石原文化センター
日程｜2022年8月5日～7日
主催｜箱根おんがくの森 実行委員会

音楽祭の実行委員長を務める大光嘉理人はヴァイ
オリニスト。アートディレクターの布施砂丘彦はコン
トラバス奏者で、批評家としても活躍しています。布
施は湯河原町出身で、小田原のジュニアオーケスト
ラで演奏した経験をもち、神奈川県西部にクラシック
音楽の文化を根づかせたいと「箱根おんがくの森」
を始めました。箱根湖尻アートビレッジをメイン会場
に、箱根の自然と歴史がクラシック音楽と重なり合う

「箱根おんがくの森」は、隔年開催で、２０２４年度
に第2回の開催を目指しているとのことです。

「箱根おんがくの森２０２２」

写真：池上直哉

写真：蛍光資料

写真：藤本史昭

会場｜ミューザ川崎シンフォニーホール
日程｜2022年11月18日
主催｜川崎市、ミューザ川崎シンフォニーホール

R.シュトラウスのオペラはオーケストラにとっても、
歌手にとっても大変な難曲。世界的なサロメ歌
いとして知られるグリゴリアンの圧巻のパフォーマ
ンスとともに、ノットと東京交響楽団の緻密な演
奏にも熱狂的な拍手が送られました。２０１４年
から信頼関係を築いてきたこのコンビが満を持し
て挑むR.シュトラウスのコンサート・オペラシリー
ズ、次回は２０２３年５月の『エレクトラ』です。

ジョナサン・ノット指揮 東京交響楽団

R.シュトラウス
歌劇『サロメ』全1幕

フ
ァ
ン
が
詰
め
か
け
ま
し
た
。

神
奈
川
県
を
代
表
す
る
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
、

神
奈
川
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
管
弦
楽
団
は
、

２
０
２
２
年
４
月
に
沼
尻
竜
典
を
音
楽
監

督
に
迎
え
、
新
体
制
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
ま

し
た
。
８
年
に
わ
た
っ
て
常
任
指
揮
者
を

務
め
た
川
瀬
賢
太
郎
か
ら
バ
ト
ン
を
引
き

継
ぐ
沼
尻
は
、
幅
広
い
レ
パ
ー
ト
リ
ー
と

豊
富
な
経
験
を
誇
る
マ
エ
ス
ト
ロ
で
す
。

県
民
ホ
ー
ル
で
の
シ
ョ
ス
タ
コ
ー
ヴ
ィ
チ

の
交
響
曲
第
８
番
の
鬼
気
迫
る
演
奏
は
、

こ
の
コ
ン
ビ
の
相
性
の
良
さ
を
強
く
印
象

づ
け
ま
し
た
。
本
拠
地
、
横
浜
み
な
と
み

ら
い
ホ
ー
ル
を
中
心
に
、
神
奈
川
県
各
地

で
こ
れ
か
ら
た
く
さ
ん
の
名
演
を
聴
か
せ

て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。
シ
ン
フ
ォ
ニ
ッ
ク

な
レ
パ
ー
ト
リ
ー
だ
け
で
な
く
、
沼
尻
の

得
意
と
す
る
オ
ペ
ラ
で
の
共
演
に
も
期
待

が
高
ま
り
ま
す
。

神
奈
川
県
を
拠
点
に
活
動
す
る
プ
ロ
・

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
は
神
奈
川
フ
ィ
ル
だ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
ミ
ュ
ー
ザ
川
崎
シ
ン

フ
ォ
ニ
ー
ホ
ー
ル
を
本
拠
地
に
す
る
東
京

交
響
楽
団
も
、
名
前
こ
そ
﹁
東
京
﹂
交
響

楽
団
で
す
が
、
神
奈
川
の
音
楽
シ
ー
ン
に

欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ

と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
ん
な
東
響
が
音

楽
監
督
の
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ノ
ッ
ト
と

R.

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
コ
ン
サ
ー
ト
・
オ
ペ

ラ
シ
リ
ー
ズ
を
ス
タ
ー
ト
し
、
そ
の
初
回

と
な
る
﹃
サ
ロ
メ
﹄
が
11
月
に
ミ
ュ
ー
ザ

川
崎
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
ホ
ー
ル
で
演
奏
さ
れ
ま

し
た
。
東
響
と
タ
イ
ト
ル
ロ
ー
ル
の
ア
ス
ミ

ク
・
グ
リ
ゴ
リ
ア
ン
を
は
じ
め
と
す
る
豪

華
歌
手
陣
が
、
ノ
ッ
ト
の
タ
ク
ト
の
も
と
、

R.

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
複
雑
な
ス
コ
ア
を
色

鮮
や
か
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
ま
し
た
。

神
奈
川
県
西
部
で
も
新
た
な
動
き
が
あ

り
ま
し
た
。
若
手
音
楽
家
が
中
心
と
な
り

ス
タ
ー
ト
し
た
新
し
い
音
楽
祭
﹁
箱
根
お

ん
が
く
の
森
﹂
に
は
、
神
奈
川
県
内
だ
け

で
な
く
東
京
か
ら
も
多
く
の
音
楽
フ
ァ
ン

が
集
ま
り
、
箱
根
の
自
然
の
な
か
で
、
バ

ロ
ッ
ク
か
ら
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
ま
で
バ

ラ
エ
テ
ィ
ー
豊
か
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
楽
し

み
ま
し
た
。
野
外
劇
場
で
の
公
演
に
は
親

子
連
れ
の
姿
も
見
ら
れ
、
神
奈
川
の
夏
休

み
の
新
し
い
楽
し
み
が
一
つ
増
え
ま
し
た
。

MUSI
C
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Ｋ
Ａ
Ａ
Ｔ
の
２
０
２
２
年
の
シ
ー
ズ
ン

タ
イ
ト
ル
は
﹁
忘ぼ

う

﹂。
せ
わ
し
な
い
日
々

の
な
か
で
足
を
止
め
、
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
記
憶
、
歴
史
と
向
き
合
お
う
と
す
る
姿

勢
は
、
敗
戦
後
の
混
乱
を
生
き
抜
く
女
た

ち
の
哀
し
み
と
逞
し
さ
を
描
く
溝
口
健
二

の
同
名
映
画
の
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
版
﹃
夜
の

女
た
ち
﹄、
沖
縄
在
住
の
若
手
劇
作
家
・

兼
島
拓
也
が
書
き
下
ろ
し
た
﹃
ラ
イ
カ
ム

で
待
っ
と
く
﹄
と
い
っ
た
作
品
に
も
鮮
や

か
に
反
映
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
と
り
わ
け

後
述
す
る
Y
P
A
M
の
連
携
プ
ロ
グ
ラ
ム

で
も
あ
っ
た
﹃
ラ
イ
カ
ム
で
待
っ
と
く
﹄

は
、
２
０
２
２
年
に
本
土
復
帰
50
年
の
節
目

を
迎
え
た
沖
縄
と
本
土
と
の
間
に
今
も
あ
り

続
け
る
溝
、
そ
の
不
条
理
を
、
Ｓ
Ｆ
ミ
ス
テ

リ
ー
調
の
展
開
で
観
客
に
体
感
さ
せ
、
高
く

評
価
さ
れ
ま
し
た
︵
６
ペ
ー
ジ
参
照
︶。

﹁
Ｙ
Ｐ
Ａ
Ｍ–

横
浜
国
際
舞
台
芸
術

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
﹂
は
、
実
演
芸
術
の
創
造
、

国
際
交
流
に
携
わ
る
ク
リ
エ
イ
タ
ー
、
制

作
者
が
集
う
、
ア
ジ
ア
随
一
の
交
流
拠
点

で
す
。
今
年
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
も
と
強
化

さ
れ
て
き
た
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
に
加
え
、
実
際
に
顔

を
合
わ
せ
て
の
対
話
が
可
能
な
ミ
ー
テ
ィ

ン
グ
ポ
イ
ン
ト
、Am

azon Club

も
復
活

し
、
様
々
な
出
会
い
、
議
論
の
場
と
し
て

機
能
し
ま
し
た
。
ま
た
、
会
期
中
に
上
演

さ
れ
た
４
つ
の
主
催
公
演
の
う
ち
、
横
浜

中
華
街
に
関
わ
る
人
々
に
取
材
し
、
共
に

つ
く
り
あ
げ
た
ダ
ン
ス
作
品
﹃
ジ
ャ
ス
ミ

ン
タ
ウ
ン
﹄
は
２
０
２
１
年
の
Ｙ
Ｐ
Ａ
Ｍ
、

フ
ァ
イ
ブ
ア
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
︵
マ
レ
ー
シ
ア
︶

会場｜BankART KAIKO
日程｜2022年12月14日～17日
主催｜横浜国際舞台芸術ミーティング実行委員会

かつて、マラヤ連邦の独立を巡り、武装闘争を繰り広げた
マラヤ共産党の元党員たち。彼らのインタビューを出発点
に、その後のマレーシアの歴史教科書における記述が紐
解かれます。語られず、時には書き換えられ、消去される出
来事、人々の記憶。歴史の空白と、上演中床に施される
ライブペインティングが二重映しになり、私たちの生きる現
在に鋭い問いを投げかけました。

ファイブアーツセンター
『仮構の歴史』

2022年下半期の演劇プログラムをふりかえる

文：鈴木理映子（編集者・演劇ライター）

長引くコロナ禍のもと、様 な々苦労を重ねながらも県下の演劇活動は続いています。
ここでは2022年下半期に上演された、歴史や地域に向き合う作品、シニア劇団の公演をご紹介します。

写真：細野晋司

写真：前澤秀登

会場｜KAAT神奈川芸術劇場 ホール
日程｜2022年9月9日～19日
 （新型コロナの影響で9月3日～8日は中止）
主催｜KAAT神奈川芸術劇場

戦後の混乱期の夜の街を背景に、「転落」を強いられな
がらも生き抜く女性たちを描いた溝口健二の同名映画を
ミュージカル化。敗戦を経た男たちが抱く潜在的な恐れ
や不安、いともたやすく社会の周縁に追いやられる女た
ちの立場に着目した巧みな構成で、骨太な題材とミュー
ジカルとしてのエンターテインメント性を両立させました。

KAAT神奈川芸術劇場プロデュース
ミュージカル『夜の女たち』
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に
よ
る
﹃
仮
構
の
歴
史
﹄
は
、
T
P
A
M

２
０
１
９ ︵
現
・
Ｙ
Ｐ
Ａ
Ｍ
︶で
の
ワ
ー
ク
・

イ
ン
・
プ
ロ
グ
レ
ス
公
演
を
発
展
さ
せ
た
も

の
で
、︵
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
る
公
演

中
止
、
上
演
形
態
の
変
更
は
あ
り
ま
し
た

が
︶
新
た
に
企
画
さ
れ
た
オ
ル
太
﹃
ニ
ッ
ポ

ン
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
︵
仮
︶﹄
の
ワ
ー
ク
・

イ
ン
・
プ
ロ
グ
レ
ス
公
演
と
も
併
せ
、
地
域

や
歴
史
と
向
き
合
っ
た
継
続
的
な
取
り
組
み

の
意
義
を
感
じ
さ
せ
ま
し
た
。

な
お
、
Ｙ
Ｐ
Ａ
Ｍ
会
期
中
に
は
、
無
審

査
・
公
募
制
の
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
﹁
Ｙ
Ｐ

Ａ
Ｍ
フ
リ
ン
ジ
﹂
も
開
催
。
そ
の
な
か
で

も
、
小
劇
場
演
劇
や
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー

ダ
ン
ス
の
若
手
の
公
演
を
多
く
ラ
イ
ン

ア
ッ
プ
す
る
Ｓ
Ｔ
ス
ポ
ッ
ト
で
上
演
さ
れ

た
チ
ー
ム
・
チ
ー
プ
ロ
﹃
京
都
イ
マ
ジ
ナ

リ
ー
・
ワ
ル
ツ
﹄
は
、
リ
サ
ー
チ
に
よ
る

テ
キ
ス
ト
と
映
像
、
目
の
前
に
立
つ
パ

フ
ォ
ー
マ
ー
の
存
在
が
織
り
な
す
﹁
体
験
﹂

PLA
Y

横須賀シニア劇団「よっしゃ!!」
『いっしょに行こう…ネ！〜三部作〜』

会場｜横須賀市立青少年会館ホール
日程｜2022年7月9日～10日
主催｜神奈川県 横須賀シニア劇団「よっしゃ!!」

電車の中の風景を起点にした２作と、人の生涯を見守る
杉の木の物語の３本立て上演は、どれもメンバー自ら台
本も手がけただけあって、内容も登場する人々の佇まい
も、ごく身近で親しみやすいものでした。歌や踊りを交え
た構成も明るく前向きで、演劇を通じて日々の暮らしを楽
しむ姿勢が伝わってきました。

チーム・チープロ
『京都イマジナリー・ワルツ』

会場｜STスポット
日程｜2022年12月1日～5日
主催｜チーム・チープロ

西洋化の象徴としての「ワルツ」が、男性客のための遊
びになり、やがて猥褻なものとして禁じられていく過程を
映像やテキストで示しつつ、観客との想像上のペアダン
スを試みる実験作。三拍子を奏でる鴨川の水音を介し、
共鳴し合いながらも、触れ合うことはないパフォーマーと
観客の不安定な関係が、現代の身体のありようを照らし
出しているようでした。

が
印
象
的
な
作
品
で
し
た
。
同
劇
場
で
は

振
付
家
の
木
村
玲
奈
と
演
出
家
の
萩
原
雄

太
に
よ
る
共
同
リ
サ
ー
チ
﹁
ダ
ン
ス
と
演

出
﹂
と
そ
の
報
告
会
も
行
わ
れ
て
お
り
、
今

後
も
ジ
ャ
ン
ル
に
と
ら
わ
れ
な
い
表
現
が

生
ま
れ
て
く
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
伊
勢
崎
町
商
店
街
と
大
岡
川
の

間
に
位
置
し
、
ス
タ
ジ
オ
、
宿
泊
施
設
、
劇

場
を
併
設
す
る
ア
ー
ト
セ
ン
タ
ー
、
若
葉

町
ウ
ォ
ー
フ
は
、
２
０
２
２
年
で
開
場
５

周
年
を
迎
え
ま
し
た
。
12
月
に
予
定
さ
れ

て
い
た
記
念
企
画
の
第
２
弾
、
波
止
場
の

ひ
と
り
舞
台
﹃
森
の
直
前
の
夜
﹄︵
佐
藤
信

演
出
︶
は
中
止
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た

が
、
街
に
根
を
張
り
な
が
ら
、
様
々
な
文

化
を
受
け
入
れ
、
発
信
す
る
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
と
し
て
の
存
在
感
に
変
わ
り
は

あ
り
ま
せ
ん
。

年
齢
や
障
が
い
な
ど
に
か
か
わ
ら
ず
、
子

ど
も
か
ら
大
人
ま
で
す
べ
て
の
人
が
、
舞
台

芸
術
に
参
加
し
楽
し
め
る
県
の
共
生
共
創

事
業
。
そ
の
シ
ニ
ア
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て

始
動
し
た
、
横
須
賀
シ
ニ
ア
劇
団
﹁
よ
っ

し
ゃ
!!
﹂、
綾
瀬
シ
ニ
ア
劇
団Hale

は
、
約

２
年
半
ぶ
り
の
有
観
客
上
演
を
実
現
。
小

田
原
シ
ニ
ア
劇
団
チ
リ
ア
ク
オ
ー
ル
デ
ィ
ー

ズ
も
２
０
２
3
年
の
年
明
け
に
初
の
有
観

客
上
演
を
行
い
ま
し
た
。
長
引
く
コ
ロ
ナ
禍

に
よ
る
活
動
制
限
を
経
て
な
お︵
経
た
か
ら

こ
そ
︶、
前
向
き
に
演
劇
を
楽
し
む
姿
に
勇

気
づ
け
ら
れ
ま
す
。

写真：岡 はるか
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神
奈
川
県
民
ホ
ー
ル「
C
×（
シ
ー
・

バ
イ
）」
シ
リ
ー
ズ
か
ら
、
過
去
の
偉
大

な
作
曲
家（C

om
poser

） と
、
今
を
生

き
る
気
鋭
の
作
曲
家（C

om
poser

）が

交
錯
す
る
「
C
×
C
作
曲
家
が
作
曲
家

を
訪
ね
る
旅
」
を
紹
介
し
ま
す
。
そ
の

第
3
回
「
山
根
明
季
子
×
ジ
ョ
ン
・
ケ
ー

ジ
」
は 

2
0
2
2
年
9
月
10
日
に
開
催

さ
れ
、
独
自
の
作
曲
技
法
や
テ
ー
マ
性

が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
山
根
さ
ん
が
、

生
誕
1
1
0
年
、
没
後
30
年
を
迎
え
た

ジ
ョ
ン
・
ケ
ー
ジ
と
交
錯
し
ま
し
た
。
も

と
も
と
ケ
ー
ジ
に
は
共
感
を
抱
き
影
響

を
受
け
て
い
た
と
い
う
山
根
さ
ん
。
ケ
ー

ジ
と
対
峙
し
て
、
二
つ
も
新
作
を
初
演

し
た
今
回
の
コ
ン
サ
ー
ト
は
ど
の
よ
う

な
機
会
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

こ
の
日
演
奏
さ
れ
た
の
は
ジ
ョ
ン
・

ケ
ー
ジ
を
３
曲
、
山
根
明
季
子
を
３
曲
。

ま
ず
演
奏
さ
れ
た
ケ
ー
ジ
の
《
ザ
・
ビ
ー

ト
ル
ズ1962 -1970

》
で
は
事
前
に
録

音
さ
れ
た
音
に
生
演
奏
が
重
な
り
、
ケ
ー

ジ
の
「
同
時
多
発
性
」
が
躍
如
と
な
り

ま
す
。
続
い
て
初
演
さ
れ
た
山
根
さ
ん

の
《
状
態 

N
o.
3
》
は
ケ
ー
ジ
に
呼
応

し
て
、
同
じ
く
「
同
時
多
発
性
」
が
テ
ー

マ
の
作
品
。
実
は
言
葉
だ
け
の
指
示（
＝

テ
キ
ス
ト
ス
コ
ア
）
で
書
か
れ
て
い
て
、

楽
譜
上
に
は
「（
奏
者
が
選
ん
だ
）
任
意

の
既
成
楽
曲
を
複
数
同
時
に
演
奏
す

る
」
と
指
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
そ
う
。

「《
状
態 

N
o.
3
》
は
私
は
一
音
も
楽

譜
を
書
い
て
い
ま
せ
ん
。
テ
キ
ス
ト
ス

コ
ア
も
実
験
音
楽
の
手
法
に
の
っ
と
っ

た
も
の
で
、
ケ
ー
ジ
の
《
４
分
33
秒
》

も
音
符
を
一
音
も
書
い
て
い
な
い
作
品

で
す
。
ケ
ー
ジ
に
敬
意
を
示
し
な
が
ら
、

私
の
や
り
た
い
こ
と
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
で

き
た
の
は
大
き
な
機
会
で
し
た
。」

ケ
ー
ジ
の
《
セ
ブ
ン
》
は
７
人
の
演
奏

写真：大野隆介

［やまね・あきこ］ 1982年大阪生まれ。京都市立芸術大学大学院修了。
ブレーメン芸術大学派遣留学。物質、空間、サブカルチャー、ゲーム、デジ
タル表現などから影響を受け、消費社会やポップ、抑圧などをテーマとして
作曲活動を続ける。美術館などでのパフォーマンスやキュレーションなど活
動は多岐にわたる。

山根明季子

1912年ロサンゼルスに生まれ、作曲家としてばか
りでなく、詩人、思想家、キノコ研究家としても活
躍した。「実験音楽」を掲げ、「チャンス・オペレー
ション」による作曲、「不確定性の音楽」、「偶然
性の音楽」などでこれまでの音楽の枠組みを解体
してみせた。《4分33秒》は特に知られる。また、ピ
アノの弦にゴム、ボルトなどを挟んで音色を打楽器
的なものに変化させる「プリペアド・ピアノ」を考
案したことでも知られる。

ジョン・ケージ（1912-1992）は
どんな作曲家？

C×（シー・バイ）シリーズ

C×C（シー・バイ・シー） 作曲家が作曲家を訪ねる旅 Vol.3
山根明季子×ジョン・ケージ［生誕110年、没後30年］
会場｜神奈川県民ホール 小ホール　日程｜2022年9月10日

―作曲家・山根明季子がジョン・ケージを訪ねて 

C×C 作曲家が
作曲家を訪ねる旅

シー・バイ・シー

聞き手・文：猪上杉子

山根明季子《カワイイ^_-☆d》の楽譜と、
この曲で「打楽器」として使用された山根さんの私物のオモチャの犬

写真：大野隆介

者
に
よ
る
「
不
確
定
性
」
の
音
楽
。
最
後

に
演
奏
さ
れ
た
山
根
さ
ん
の
《
カ
ワ
イ
イ

^_-
☆
d
》
も
ま
た
「
不
確
定
性
」
を
描
い

た
そ
う
で
す
が
、
ど
の
よ
う
に
関
連
し

て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

「
ケ
ー
ジ
は
サ
イ
コ
ロ
の
目
で
演
奏
す

る
な
ど
恣
意
性
の
排
除
に
フ
ィ
ー
チ
ャ
ー

し
ま
し
た
が
、
私
が
フ
ィ
ー
チ
ャ
ー
し

た
の
は
『
感
覚
』。
楽
譜
の
軸
と
な
る
部

分
に
は
テ
キ
ス
ト
で
『
カ
ワ
イ
イ
と
主

観
的
に
感
じ
る
音
を
出
す
』
と
書
き
ま

し
た
。
そ
こ
に
五
線
で
書
か
れ
た
私
の

主
観
に
よ
る
様
々
な
カ
ワ
イ
イ
音
の
提

案
が
続
き
ま
す
。
ケ
ー
ジ
と
の
『
二
人

展
』
だ
か
ら
こ
そ
際
立
た
せ
る
こ
と
が

で
き
た
試
み
で
す
。」

会
場
は
ジ
ョ
ン
・
ケ
ー
ジ
を
知
る
世
代

か
ら
、
10
代
ま
で
様
々
な
年
代
が
集
い
、

刺
激
的
な
音
楽
体
験
に
没
入
し
た
高
揚

感
で
満
ち
ま
し
た
。

写真：藤本史昭
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「
舞
台
裏
」
で
公
演
を
支
え
る
ス
タ
ッ
フ

た
ち
の
「
技
術
」
を
お
伝
え
す
る
本
コ
ー

ナ
ー
。
今
回
は
、
県
民
ホ
ー
ル
で
上
演
さ
れ

た『
浜
辺
の
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』(

１８
ペ
ー

ジ
参
照)

で
空
間
デ
ザ
イ
ン
を
担
っ
た
木
津

潤
平
さ
ん
。
建
築
家
と
し
て
公
共
施
設
や

住
宅
な
ど
を
手
が
け
な
が
ら
、
演
劇
や
ダ

ン
ス
な
ど
の
空
間
デ
ザ
イ
ン
に
も
幅
広
く
携

わ
る
木
津
さ
ん
に
、
お
話
を
聞
き
ま
し
た
。

—

演
出
家
の
平
原
慎
太
郎
さ
ん
と
は
、
空

間
デ
ザ
イ
ン
を
ど
の
よ
う
に
立
ち
上
げ
て
い

き
ま
し
た
か
？

ク
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
の
は
じ
め
は
、
物
理
や

哲
学
の
話
を
た
く
さ
ん
し
ま
し
た
。
宇
宙

や
、
ル
ー
プ
す
る
時
間
の
永
続
性
、
マ
ル
チ

バ
ー
ス
と
い
っ
た
テ
ー
マ
か
ら
、
も
う
少
し

身
体
に
寄
っ
た
生
命
、
死
、
再
生
と
い
っ
た

も
の
ま
で
。
こ
の
よ
う
な
対
話
を
空
間
デ
ザ

イ
ン
に
落
と
し
込
ん
で
い
く
時
は
、
頭
で
考

え
る
こ
と
か
ら
す
こ
し
離
れ
て
、
ス
ケ
ッ
チ

ブ
ッ
ク
を
開
い
て
手
を
動
か
し
て
み
た
（
写

真
）。
そ
う
し
た
ら
自
分
の
手
が
、
ひ
た
す

ら
水
平
線
と
階
段
を
描
き
は
じ
め
た
ん
で

す
。
こ
れ
ま
で
の
思
考
が
身
体
を
通
し
て

出
て
き
た
瞬
間
で
し
た
。
そ
れ
を
階
段
状

で
横
長
の
模
型
に
し
て
「
こ
れ
は
浜
辺
で

す
」
と
平
原
さ
ん
に
お
見
せ
し
ま
し
た
。

—

演
出
家
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
は

ど
の
よ
う
な
醍
醐
味
を
感
じ
ま
す
か
？

僕
は
“
い
い
器
”
を
つ
く
る
仕
事
が
し
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
使
う
人
に
よ
っ
て

様
々
な
使
い
方
が
で
き
る
の
が
“
器
”
だ
と

考
え
て
い
て
。
空
間
デ
ザ
イ
ン
に
も
機
能

的
な
要
求
を
い
た
だ
く
こ
と
は
あ
る
。
で
も

「
今
回
の
器
は
こ
れ
で
す
」
と
演
出
家
に
渡

し
て
、
自
由
に
使
っ
て
い
た
だ
く
方
が
豊
か

な
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
な
る
と
思
っ
て
い

ま
す
。
平
原
さ
ん
と
は
そ
う
い
っ
た
理
想
的

な
関
係
で
ご
一
緒
で
き
ま
し
た
。
階
段
状
の

舞
台
の
上
で
横
に
動
く
と
い
う
制
約
は
、
ダ

ン
サ
ー
に
と
っ
て
負
荷
が
か
か
る
も
の
で
し

た
が
、
そ
れ
を
微
塵
も
感
じ
さ
せ
な
い
作

品
に
結
実
し
て
い
ま
し
た
。

—

建
築
と
舞
台
の
仕
事
に
つ
い
て
、
似
て

い
る
と
こ
ろ
や
違
い
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

プ
ロ
セ
ス
は
似
て
い
ま
す
が
、
時
間
の
流

れ
が
ま
っ
た
く
違
い
ま
す
ね
。
建
築
は
自
分

が
生
き
て
い
る
間
は
壊
さ
れ
る
可
能
性
が
低

い
で
す
が
、
空
間
デ
ザ
イ
ン
は
一
瞬
で
消
え

て
し
ま
う
。
そ
れ
な
の
に
ど
う
し
て
こ
ん
な

に
夢
中
に
な
れ
る
の
か
。
舞
台
芸
術
は
か
た

ち
が
あ
っ
て
終
わ
り
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は

命
の
よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
う
ん

で
す
。
実
際
に
パ
フ
ォ
ー
マ
ー
が
居
て
命
を

燃
や
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
感
動
も
す
る

し
、
終
わ
る
時
あ
ん
な
に
切
な
い
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
。

木津さんが空間デザインを手がけた『浜辺のアインシュタイン』舞台風景　写真：加藤 甫

［きづ・じゅんぺい］ 建築家。「場の力」を最大限に活用して戯曲の世界観
を表現する独自の空間デザイン手法を確立。（株）木津潤平建築設計事務
所代表。主な舞台作品に劇団地点『光のない。』、SPAC『マハーバーラタ』

（アヴィニョン演劇祭／2014年）、『アンティゴネ』（同左／2017年）など。

木津潤平
建築家・空間デザイナー

聞き手・文：編集部

空間デザイナー編

写真：大野隆介

木津さんが描いた「波の様に重なる
STEP」（下）。実際の舞台の原型
となる断面図も（上）

写真：大野隆介

※本インタビューのロングバージョンはWEBに掲載しています。



【禁無断転載・複写】無料配布　
※本誌掲載情報は2023年 3月6日現在のもの

ご支援のお願い
神奈川芸術文化財団は、心豊かな芸術文化の創造に寄与するとともに、神奈川の地から世界に向けてその発信を図ることを使命として活動しております。
活動の継続にはご支援が大きな支えになります。皆様のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

〇賛助会員：1年を通じて事業全般にご支援をいただきます。 個人賛助会員：30,000円（1口／1年）　法人賛助会員：100,000円（1口／1年）
〇個別協賛：当財団が主催する特定の公演・事業にご支援をいただきます。 個人：30,000円〜　法人：100,000円〜
〇オンライン小口寄付：1,000円からクレジットカードで気軽にご寄付いただけます。

お問い合わせ・お申し込み
（公財）神奈川芸術文化財団　経営企画課
https://www.kanagawa-arts.or.jp/support
電話：045-633-3760 （9:00〜17:00／土日祝日・年末年始を除く）

特典
〇ご芳名を掲載します。〇財団主催公演のなかから選定した公演にご招待いたします。〇限定イベントにご招待いたします。
〇神奈川芸術プレス（年2回発行）をお送りします。〇最新のチケット情報をメールでお送りします。

能舞台協賛：ナイス株式会社
個別協賛：株式会社アートフロントギャラリー / アクセンチュア 芸術部／Accenture Art Salon / 株式会社ジンズホールディングス / 日本化工機材株式会社 / 
リコー社会貢献クラブ· FreeWill / 匿名 1社
協力：株式会社崎陽軒 / 寺田倉庫、TERRADA ART ASSIST株式会社 / 株式会社富士住建
一般寄付：匿名 2名　

［協賛・協力・寄付］

法人賛助会員：株式会社アクトエンジニアリング / アズビル株式会社 / 学校法人岩崎学園 / 株式会社ヴォートル / 株式会社エス·シー·アライアンス / 
株式会社ＮＨＫアート / 鹿島建設株式会社横浜支店 / 株式会社勝烈庵 / 一般財団法人神奈川県教育福祉振興会 / 株式会社神奈川孔文社 / 
株式会社神奈川保健事業社 / 神谷コーポレーション株式会社 / 川本工業株式会社 / 株式会社共栄社 / 株式会社 KSP / 株式会社合同通信 / 
株式会社シグマコミュニケーションズ / 株式会社ジェイコム湘南 · 神奈川 / 株式会社清光社 / 株式会社 Central Medience / 月島機械株式会社 / 
株式会社テレビ神奈川 / 東工株式会社 / 株式会社日建設計 / 日成工事株式会社 / 日生商工株式会社 / 日総ブレイン株式会社 / 日本発条株式会社 / 
株式会社野毛印刷社 / パナソニックE Wエンジニアリング株式会社 / Piascore 株式会社 / 平安堂薬局 / 株式会社ホテル、ニューグランド /
一般社団法人本牧関連産業振興協会 / 丸茂電機株式会社 / 三沢電機株式会社 / 森平舞台機構株式会社 / ヤマハサウンドシステム株式会社 / 
株式会社有隣堂 / 株式会社豊商会 / 株式会社ユニコーン / 株式会社横浜アーチスト / 横浜信用金庫 / 弁護士法人横浜パートナー法律事務所 / 
横浜ビルシステム株式会社 / 株式会社ワイイーシーソリューションズ / 匿名 3社
永年個人賛助会員：川村恒明 / 小山明枝
個人賛助会員：味田健一 / 小川 浩 / 黒瀬博靖 / 鈴木真由美 / 髙岡俊之 / 高野伊久男 / 中澤守正 / 橋本尚子 / 三澤孝至 / 三澤光代 / 匿名 5名

［賛助会員］

五十音順・敬称略（2023年1月31日現在）（公財）神奈川芸術文化財団 賛助会員·協賛·協力·寄付 ご芳名

神奈川芸術プレス　読者アンケート

神奈川芸術プレス　vol.162　発行：公益財団法人神奈川芸術文化財団　TEL：045 -663 -3711
2023年（令和5年）3月20日　発行　

企画・制作：公益財団法人神奈川芸術文化財団、株式会社ボイズ、一般社団法人ノマドプロダクション

編集ディレクション：及位友美（voids）　編集：米津いつか、中村元哉（voids）　企画協力：山﨑健太

デザイン：岡部正裕（voids）＋三浦佑介（shubidua）　イラストレーション：白尾可奈子　校正・校閲：聚珍社　印刷：深雪印刷

1． 神奈川芸術プレスはいかがでしたか。ご意見・ご感想を教えてください。

2． 今号で印象に残った記事を教えてください。

3． 次号以降、読んでみたい特集テーマがあれば教えてください。

4． 今気になっている「ひと」や「こと」、「場所」などがあれば教えてください。

5． 神奈川芸術プレスをどちらで手に取りましたか？

ア
ン
ケ
ー
ト
項
目

神奈川芸術プレス（vol.162）をお読みいただき、ありがとうございました。アンケートにお答えいただいた方のなかから、抽選で1組2名様を、

2023年5月27日（土）18:30開演 キッドピボット『リヴァイザー／検察官』（神奈川県民ホール 大ホール）にご招待いたします。今後の

誌面づくりに生かすため、ぜひご意見・ご感想をお寄せください。

応募方法： 「WEBアンケートフォーム」もしくは「はがき」に、アンケートの答えと、メールアドレスを明記のうえ、ご応募ください。

WEBアンケートフォーム： https://krs.bz/kanagawaaf/m?f=1125

はがき郵送先： 〒231-0023　横浜市中区山下町3-1（公財）神奈川芸術文化財団 神奈川芸術プレス読者アンケート係

回答期限／はがき必着： 2023年4月30日（日）

当選発表： 厳正なる抽選のうえ、当選者の発表はメール送信をもってかえさせていただきます。

・ 当選に関するお問い合わせには回答いたしかねます。
・ 当選通知メールは、kaf@kanagawa-af.orgのアドレスから送付予定です。
 上記ドメインからのメールを受信できるよう、設定をご確認ください。
・ メールアドレスの間違い等でメールが送信できない場合は、当選を無効にさせていただく場合があります。
 ※お申し込み時にいただいた個人情報は、当選通知以外の目的には使用いたしません。

WEBアンケート
フォームはこちら

神奈川芸術プレス
WEB版はこちらから
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