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東京府桑苗同業組合員名簿、桑苗イラストなど、荒井明久氏提供
『砂川の桑苗　明治・大正・昭和』より

桑
苗
の
畑

❸

　おらが名物かずかずござるよ
　　　　　　麦にさつまに欅の並木　桑の苗なら日本一

　この歌は昭和21年、戦後再発足した砂川村青年団が選定した「砂
川音頭」の一節で、今から70年余り前の砂川地域の景観と生産物
を唄いこんでいる。作詞は当時南部住宅と言われた現在の栄町3丁
目に住んでいた松本一晴氏で、当時の青年団役員が自転車で村内
を案内して作詞の参考にしたと言われる。
　砂川の土地は火山灰が堆積してできた土壌の乾燥地帯で、地力
の乏しい畑作主体の純農村であった。主な生産物は大麦小麦、さ
つま藷と養蚕が盛んに行われ、蚕の唯一の飼料である「桑」苗の栽
培が「桑の苗なら日本一」と言われるほどだった。
　前に述べたように、砂川は地力のない痩せた土地であり、作物が
生育するためにヒゲ根という細い根を沢山つけるので、桑苗も他産
地のものと比べ、植栽後の活着率や生育に格段の差があることが
評価され、砂川の桑苗は質・量ともに日本一と言われるようになった。
　一般に桑苗の生産は、良い種類の親木の枝を地面に誘引して伏
せて発根させる「曲げ取り方」と、小学唱歌「ふるさと」の歌詞にある
「山の畑の桑の実」から種を採り、その種を播いて「実生苗」を作り、
それに良い種類の枝を接ぐ「接木方」で育成する。
　大正15（1926）年3月に、東京府桑苗同業組合が発行した組合員
名簿によると組合員数344人中、砂川村が単独で213人、府下23
町村で131人と砂川村が圧倒的に多く、歴代組合長は砂川出身者
が就任、これを見ても如何に生産が盛んであったかを物語っている。
　明治維新後絹織物が輸出の主役になり、養蚕業が盛んに行われ
るようになると、蚕の飼料である桑の苗の注文が、関東各地はもと
より北海道を除く全国各地から寄せられた。桑苗問屋が次々にでき、
五日市街道に面した屋敷の入口に「桑苗」と書かれた看板が数多く
見られた。中には皇居に桑苗を納入し「宮内庁御用達」と書かれた
家もあったが、いまではすべて姿を消してしまった。
　現在では化学繊維の発達と養蚕業の衰退により、桑苗の生産は
全く無くなってしまった。桑苗生産が盛んであった頃、毎年正月の
2日には桑苗の初荷が行われ、馬がひく荷車に桑苗を積んで初荷の
旗を立て列を作って続き、荷車の上から若い衆がミカンを投げなが
らにぎやかに立川駅に向かう景観は、正月の風物詩であったと言わ
れる。
　砂川にある小中学校の校章には「桑」の葉がデザインされたもの
が多い。

案内人：豊泉喜一氏

かつての五日市街道



ことは、それだけの人が百人一首に触れて
いるということ。毎年、競技かるたの名人
戦、クイーン戦がありますが、『ちはやふる』
はその競技かるたに没頭する女子高生の話
です。これだけ文学は人気がないとか古典
からみんなが離れていくと嘆くなら、1500
万部売れている漫画にも目を向けたらいい
のではないかと思っています。私は結構本
気で読んでますよ（笑）。和歌って枕詞とか
掛詞とかでわかりにくいと言われてしまうの
ですが、そのハードルをちょっと越えてくれ
れば、今までの自分の会話とは違う面白い
世界が広がっていると感じてほしい。
　様々な出版社から多くの学習漫画が出て
いるのですが、『ちはやふる』等とは全然違
うと私は思っています。前者は勉強したい人
しか読まない。古典の勉強のためにある漫
画ですね。『あさきゆめみし』をネット検索す
ると「センターの古文対策に最適」と出てく
る。センター試験を受ける人って国民の何
割いますか？ 『ちはやふる』はセンター試験
などに関係なく、競技かるたを頑張ってい
る女子高生の話を読みたい人が、エンタテ
インメントとして読むわけです。結果的に和
歌にも触れることになる。学習漫画は、そ
れはそれですばらしいし役割があると思う
のですが、私は『とりかえ・ばや』や『ちは
やふる』のように一般の商業ベースに乗って
いる漫画の力はものすごく大きいと思ってい
ます。私が小学生の頃は『あさきゆめみし』
を普通に少女漫画として楽しんで読んでい
ましたが、今はやっぱり源氏物語の勉強の
ためにということになっていて、少し残念な
気がしますね。

　入口って大事だなあと思います。大学で
教えていた時よりも今の方が強くそう思いま
す。もちろん賛否両論はありますが、いず
れにしても入口を用意することはとても大事
です。
　私は国文研で「青少年に向けた古典籍イ

ンターフェースの開発」のプ
ロジェクトを受け持ってい
るのですが、まだ本格的
に古典の勉強を始めてい
ない人たちにどうやってア
プローチするかのヒントが
漫画にあるのでは？と思っ
ています。元の古典に忠実
かどうかよりも、その古典
の一番面白いところを伝え
るよう漫画化してくれたら、
それでいいと思うんです。
私が小中学生の時ってい
い時代だったのかもしれな
い。『あさきゆめみし』が流
行っていました。また、氷
室冴子が『ざ・ちぇんじ』
という小説を書いていて、それの元は平安
時代の『とりかへばや物語』なんです。『と
りかへばや物語』は原作として人気があっ
て、現在、さいとうちほの『とりかえ・ばや』
が連載中。男女逆転を扱う『とりかへばや
物語』は心理学の観点からも注目されてい
ます。できることなら男女逆転してみたいと
思った人が1000年前にもいたのでしょう。
そこが作品の一番面白いポイントだし、昔
の人も今の私たちと同じなんですね。
　大学の勉学はアカデミックでしっかりした
学術的内容を教えるものだという方は多い
ですし、大学の教育にあまり漫画のような
ものは使いたくないという方もいらっしゃる
と思いますが、それに応えられる学生ばか
りではなくなっています。『うた恋い。』は百
人一首を漫画にしているのですが、言葉で
どれだけ説明しても難しいことが、和歌と
漫画を合わせて説明すると非常にわかりや
すくなる。古文は難しいしわからないという
学生に、すごく大きい力になるのではないか
と思います。
　『文豪ストレイドッグス』ってご存知です
か？ 昨年の夏にはコンビニとタイアップ企画
もやっていましたね。太宰治、芥川龍之介、

り話したりする中での豊かな部分だと、そ
の魅力を知ってほしいですね。だってね、
これだけ大喜利とかなぞかけとかが好きな
国なんですよ。夜中にNHKで放送してい
るケータイ大喜利にしても、「うまいこと言う
なぁ」ですよ。和歌だって同じで、「うまいこ
と言うなぁ」「上手に作ったなぁ」という見方
で、面白さを知ってほしいです。
　私は新古今時代の和歌の研究をしていま
す。本歌取りの研究ですね。高校の古典
の授業などでは本歌取りを、「古い歌の言
葉を使って自分の歌を作ること」と説明して
いますが、それだけではなくて、昔の言葉
が「わかる人にはわかる」キーワードになっ
ているのです。昔の人たちにとってはごくご
く常識的なことだったのですが、今の私た
ちには常識ではないので、もうそれがわか
らない。パロディもそうですが、それに気
づいた時には「そうか！そういうことが言い
たかったのか」と作者の気持ちや意図がわ
かる。それが面白いのです。ある時甥っ子
と映画「クレヨンしんちゃん　嵐を呼ぶジャ
ングル」を観ていたら、ディティールがちょっ
とずつ1970年代風なんですね。最初はな
ぜこんな風になっているのかわからなくて。
でもふと「これ、コッポラの『地獄の黙示
録』のパロディなんだ」と分かった時、もや
もやしていたものがすっきりしました。パロ
ディとか本歌取りは作者の意図がパーッと見
える瞬間があります。そこが気持ちよくて楽
しいところです。本歌取りやパロディの文化

は息が長いですけれど、わからないまま放っ
ておかれたら作り手にとって残念なことにな
るじゃないですか。作者が仕込んだなぞな
ぞが解ける感じが、私は一番面白い。これ
か！みたいな（笑）。

　ご覧のように、私の書棚はそっちもこっち
も漫画です（笑）。こちらの中公文庫版の「マ
ンガ日本の古典」は漫画家を選んでいるの
でいいシリーズだと思いますね。実力のあ
る有名な漫画家が描いています。『今昔物
語』は水木しげる、『平家物語』が横山光輝、

『太平記』はさいとうたかを。セレクトという
かテーマと漫画家の組み合わせがいいんで
す。古典は漫画家にとっても題材の宝庫だ
と思います。夢枕獏が原作ですが、『陰陽
師』などもいいところに目をつけたと思いま
すね。
　『ちはやふる』『超訳百人一首 うた恋い。』

『とりかえ・ばや』といろいろありますが、こ
こを古典のスタートにしている人っていると
思うんです。研究者はこういうものがあるの
は知っているし、ちょっと手に取ったことは
あるかもしれない。けれどあまりこうした漫
画を大事にしない。私はもっと大事にしても
いいのではないかと思っています。私自身、
古典文学への扉が『あさきゆめみし』でした
から。
　『ちはやふる』なんて1500万部も売れてい
るんですよ。1500万部も売れているという

あの人、この人、立川人 39

［インタビュー］

中島敦、谷崎潤一郎といった文豪がイケメ
ンにキャラクター化されて、特殊能力を発
揮してバトルする漫画です。作家がキャラク
ター化されているだけといえばだけなので、
以前の私だったら通り過ぎてしまったでしょ
う。でもね、この「文スト」のおかげで今ま
で谷崎潤一郎を知らなかった子が、その名
前を知るわけですよ。しかも必殺技の名前
が代表作から来ている。『細雪』とかね。中
島敦の『山月記』という必殺技は虎に変身で
きる能力。与謝野晶子は『君死給勿（君死
に給ふことなかれ）』で治癒能力、生き返ら
せることができる（笑）。人気声優を使って
アニメ化もされていて、森鴎外記念館ともコ
ラボ企画してましたね。
　『月に吠えらんねえ』は萩原朔太郎の「月
に吠える」から名を取って、近代詩歌の作者
をイメージした漫画です。流行物はバカに
ならないと思いますよ。一過性のものになり
がちですが、何がどのようにヒットしている
のかは知っておきたいですね。
　立川はミニ秋葉原と言われていますよ
ね。『聖☆おにいさん』が実写化されますで
しょ？ますます注目の街なのではないです
か？

　就職活動などで自己アピールしてください
という場面がよくあります。「私は真面目で
仕事に情熱を持って働ける、そういう人材
です」というストレートなアピールの仕方って
当然ありますよね。でも例えば「私は水のよ
うな人間です。器によってさまざまに形を変
えられるので、御社という器に合わせる自
信があります」という言い方をすることもでき
ます。どちらがインパクトが強いかと言った
ら、後者ではないでしょうか。これはレトリッ
クです。同じことを伝えるにしても、少し工
夫をするだけでまったく伝わり方が変わって
くる。まさに和歌がそうなのです。SNSが
盛んな現代では、短い言葉でやり取りする
のが普通になっています。ちょっとした言い
回しはレトリックに凝ると、相手に「おっ！」
と思わせることができる。そういう時代だ
からこそ、SNS世代は和歌への親和性が高
いのではないかなと思っています。レトリッ
クは教えられてできるという部分もあります
が、本能的にやりたいことではないでしょう
か。だからこそ、日本にはこんな表現の歴
史があるのだと知ることは大切だと思いま
すね。レトリックの部分を排除してしまうと、
言葉の文化がとても痩せた文化になります。
あまり構えずに、ごく自然に私たちの中にあ
るものだと思ってみて欲しい。面白いと思わ
ない人もいるかもしれませんが、潜在的に
面白いと思っている人に、日本語を書いた

京都生まれの京都育ち。京都府立大学、京都大学大学院と進学した。最初
の就職先が奈良で、ここでも関西から出ることはなかった。関西での居心地
は良かったが、ワンステップ成長したいと国文研の公募に応募。資料も多く、
第一線で活躍する先生方が揃う研究の本場、憧れの国文研で4年目を迎え
ている。現在は立川在住。国文学研究資料館　研究部　准教授。

小山順子氏

日本人が好きな「レトリック」

［ 国文研シリーズ ⑧ ］

サブカルは
　　　古典への入口
『うた恋い。』から百人一首へ、
サブカルから古典の研究者が生まれる可能性
和歌は人気がない、学生が食いつかないと言う前に
漫画を入口に、潜在的な古典好きを掘り起こす

漫画から古典にいざなう

1500万部も売れてる『ちはやふる』



1月31日（火）、立川市長の呼びかけで
立川隣接8市の首長が集まった
連携で市民ファーストの街づくりを模索する

連携で暮らしを豊かに
　　  　　　　　　  清水庄平立川市長
『魅力あふれる多摩地域の創生の実現に向けて』

――市長の考える連携とは？
市長　たくさんありますが、まず図書館の
連携。すでに立川は昭島・国立・国分寺・
東大和・武蔵村山の5市と相互利用できる
ようになっています。次の段階として、この
5市同士お互いに連携してもいいわけです。
私としては図書館の連携をもっと濃密に、
例えば9市全体が1枚のカードでお互いに
利用できるといいなぁと思っています。
――立川市中央図書館は国立国会図書館
の学術文献貸出承認館、総合目録参加館
になっていますね。とても助かっています。
市長　中央図書館は駅のそばですしね、と
ても便利なようです。
――図書館の連携以外には？
市長　すでに少し始まっていますが、保育
所や学童保育所の連携ですね。学童保育
所が行政境にある場合、空きがあればどう
ぞ受け入れますよということです。将来的に
はスポーツ施設なども連携したいと思って
います。
――10年ぶりの広域連携サミットですが、
呼びかけた思いとは何だったのでしょうか？
市長　背景として、前任の青木市長は全国
市長会の会長までなさってこの地域の「顔」
でした。ちょうどその頃立川にはいろいろ
な施設が移転してきて、近隣市から自ずと

「立川にリーダーシップをとってもらいたい」
という雰囲気はあったのです。けれど実際
には各自治体それぞれにいろいろな課題が
あってまとまりにくかった。でも10年という
間に、日本全体が人口減少という時代に入

り多摩地区も無関心ではいられない。将来
推計を見たら明らかにその傾向を示してい
る。その中でそれぞれの自治体がバラバラ
に市民サービスをフルスペックで用意はでき
ない。財源基盤を考えると危機感はどの自
治体も持っているにちがいないわけです。
――なるほど。
市長　各自治体が今抱えている課題は市民
サービスとして目に見え易いものもあれば、
目には見えませんが行政業務の連携によ
り、サービスを維持しながらコストを下げら
れるものもあるかもしれない。そういったこ
とをお互いに忌憚なく意見交換できたらと
思っていますね。
――おっしゃっていることはとても素晴らし

いけれど、難しいことです。
市長　自治体の首長さんは一国一城の主で
すからね。でも、平成30年度からは国民
健康保険も都道府県一括になるといったこ
とを考えると、いずれは同じサービスレベル
でやらざるを得なくなるんですよ。
――人口減少は切実ですね。立川の人口も
減っているんですか？
市長　いえ、増えています（笑）。
――どの地域が増えているのでしょう？
市長　西砂町と砂川町あたり。西武立川駅
や武蔵砂川駅周辺開発の影響ですね。
――最近の「えくてびあん」の話題は砂川ば
かりだと言われるのですが（笑）、市長は南
口に関しても言及されています。

市長　柴崎学習館跡地にできる「諏訪の森
広場」とか、もう少し時間がかかるけれど
現在駐輪場として利用している58街区（モ
ノレール立川南駅の南西）も、平成34年の
稼働開始に向け計画を進めています。東京
都との合築で１階は駐輪場、デッキと同じ
レベルのフロアには立川だけでなく周辺市
も含めた情報発信拠点をと考えています。
東京都の施設は、現在国分寺にある「東京
しごとセンター多摩」が入る予定です。
――年初に都知事が「観光情報センター多
摩を立川市に置く」とおっしゃいました。
市長　今年の6月には稼働したいと聞いて
います。東京都は三多摩全体を俯瞰してそ
の拠点を立川に置くようですね。我 と々して
は、東京都の動きも見ながら何らかの形で
多摩地域の情報発信拠点を作りたい、それ
も９市の連携の中でその場所を使えればと
思っています。
――９市ががっちり連携することで、どの
地域の市民も暮らしやすく、ですね。
市長　そうです。賑わいは立川市が創出し
て、住環境として緑が多いとか閑静だとか、
そういった価値観で周辺自治体が選ばれて
いくというのも連携の一部ではないでしょう
か。個々の自治体で賑わいも作りだしてい
くというのは、なかなか難しい。立川市と
しては賑わいとやすらぎのバランスがいい自
治体を目指していますが。
――都立多摩図書館が立川から国分寺に
移転したのはちょっと寂しかったです。
市長　図書館はじっくり本を探したり読ん

だりしたくて行くわけです
から、どこにあっても人は
行きます。「東京しごとセン
ター多摩」は飯田橋に本部
があって、そのブランチが
国分寺にあります。そこが老朽化や手狭に
なったことから、仕事を探している人が集
まりやすい立川に移転してくるわけです。そ
れぞれ目的にあった立地ということで、多
摩地域全体の街づくりということになります
ね。
――そんな中で立川の将来像をお聞かせく
ださい。
市長　「教育と文化を充実させることによっ
て賑わいを作りだす」です。賑わいは持続さ
せなければならない。そのためにファーレ
アートをもっと内外に知らしめたいですね。
ファーレアートをプロデュースした北川フラム
さんは、新潟の越後妻有（十日町市、津南
町）で行われている「大地の芸術祭」や、「瀬
戸内国際芸術祭」をプロデュースし、今年か
らは姉妹市の大町でも「北アルプス国際芸
術祭」を手がけます。どうです？ 都会、雪、
海、山と、いい取り合わせだと思いません
か？ まずは姉妹市の大町からということで、
今年の芸術祭には私も中学生の交流事業に
合わせて一緒に行こうと思っています。そう
いう形でアートを通じた交流の突破口を作
れればと考えています。一方、大町の方から
は小学生の修学旅行の旅程に立川で１泊と
いうのを入れてもらい、立川のいろいろなと
ころを見学して、競輪場の選手宿舎に泊まっ

てもらう。これが去年の交流事業で来た中
学生にはとても評判がよかったんです。お
風呂は梅の湯さんへ行ってもらいましたら、
子どもたちがもう喜んじゃって（笑）。
――ああ、それはそうですよね（笑）。
市長　山ほどマンガが置いてあるから、風
呂屋さんから帰ろうとしなかったそうです

（笑）。将来的にはアートつながりで、新潟
の十日町の方々や瀬戸内のみなさん、大町
と本市の4か所で循環型の交流にしたいな
と思っています。人の交流と教育に熱心な
街という将来像が実現できれば、資源が枯
渇してなくなるなんていうことはありません。
――2020年、立川市内では何がどうなる
のですか？
市長　立川市はオリンピアンが4人もいる、
中にはメダリストもいる東京女子体育大学
と連携協定を結んでいるので、なんらかの
動きは出てくると思いますね。でも何よりも
立川の一番の売りは選手や観光客が宿泊す
ることのできるホテルの存在です。これは
多摩地域の他の自治体にはない強みになる
んじゃないですか？
――確かに（笑）。お忙しい中、本当にあ
りがとうございました。

（取材日：平成29年1月12日）
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立川グランドホテル
カフェ アバン
手打ちそば しぇもと
シンボパン
天ぷら わかやま
多摩水族館
すし 魚正
園部肉店
Cut Studio SOFIA
レストラン いなつき
立川市女性総合センター アイム
エミリーフローゲ 立川高島屋店
立川高島屋 ギフトサロン
オリオン書房 ノルテ店
洋食屋 にゅうとん

額縁専門店 プリムベール
たましん 東立川支店
ギリシャレストラン SHUPOUL
林歯科医院
中島豆腐店
新鮮野菜・惣菜 立川商店
本・事務用品 泰明堂
本と文具 ないとう
赤松タバコ店
BB TAKAOKA　
まごころ銘茶 狭山園
お好み焼ともんじゃ焼 こけし

めがね・とけい・補聴器 カワハラ
鳥料理 くし秀
寿司勝
IL COVO
イタリア料理 トラットリア ドン シェ～
宮地楽器 MUSIC JOY 立川南
カフェといいもの penta merone
中国料理 五十番
一六珈琲店
手づくりみそ 材料専門店 北島こうじ店
new gyoza 1059  餃子天国
イタリアンダイニング asa
バル アラディ
CAFE SOMMEILLER
中国整体院
中国菜館 多味軒
日本クッキングスクール
元祖 5 本指ソックス専門店 LASANTE
ホテル日航立川 東京
美容室 アリス
手打ちそば くまはら川
カフェ あちゃ
FALCO hair
N  HAIR WORLD
創作料理 caffe & bar 厨～ kuriya ～
TTM（株）
Bakery Café Crown
日本空手道 佐藤塾
三田花店本店
いわさき痛みの整骨院
にしやま薬局
たましん RISURU ホール
たましん 錦町支店
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548-7460
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525-9212
526-1311
528-0511
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えくてびあんはリストのお店にあります。
今月は 曙町・羽衣町・錦町 のお店です。
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　テレビ局のランキング「東京の個性的なお風呂屋さん」
で第1位の誉れに輝いたお風呂屋さん。東京で一番若い
人が集まるというのだからすごいです。今号の清水市長の

お話にもありま
した。楽しくて
時間を忘れる、
もっとすごいの
は お 風 呂 に入
ることさえ忘れ
ちゃうこと。な
にがすごいって、
見てください、
このご主人のコ
レクション！ コ

ミックはすでに1万1千冊を超え、フィギュアやZippo、ボ
トルキャップは数知れず、それらが整然と並んでいます。
もちろんコミックは読み放題。ゲームもあれば、テレビも見
られます。ご主人の「きれいに並べたい、そこから選びた
い」性格は、番台横のお菓子類にも。ポテトチップスの種
類が豊富。いろいろな味からひとつを選ぶ楽しみを店主と
共有できます。お風呂上りにいただくかき氷のシロップは、
今あるだけでも18種類。トマト味なんてここでしかいただ
けません。ソフトアイスのラインナップもすばらしい！そうそ
う、忘れちゃいけない。お風呂ももちろん充実しています。
とにかく、ものすごく清潔、きれい！お風呂屋さんはそれ
が一番。喫煙される方は、2階の港町風喫煙所をお使いく
ださい。ここにもご主人の趣味が活きてます。

楽しむ
　お風呂屋さん

立川湯屋敷 梅の湯
　1月31日、統計数理研究所大会議室において、立
川市と隣接8市の首長が集まり市域を越える連携で、
行政サービスの向上や暮らしやすく魅力あるまちづく
りを目指してお互いの意見を述べ合いました。参加し
たのは、立川市、昭島市、小平市、日野市、国分寺市、
国立市、福生市、東大和市、武蔵村山市の各市長とファ
シリテーターとして統計数理研究所 樋口知之所長。
この様子はえくてびあん4月号で詳しくお届けします。

広域連携サミット

　国立極地研究所にある南極・北極科学館。メン
テナンスのためしばらくお休みしていたオーロラシア
ターがリニューアルオープンしました。えくてびあん
では1月号にその詳細を掲載しましたが、実はこの
オーロラシアター、地元企業 立飛ホールディングス
の寄付金でリニューアルしたのです。1月25日に除
幕式がありました。立飛ホールディングスの石戸敏
雄会長、村山正道社長、白石和行極地研究所所長
とオーロラシアターの番組を制作している宮岡宏教
授とで幕を引くと、「TACHIHIオーロラシアター」の
文字が！ 早速皆さんで試写会です。昭和基地から
毎日届くオーロラの静止画像をつなぎ合せて動画を
作ります。昭和基地はオーロラを見るには最高の立
地ですから、まさに降るようなオーロラを見ること
ができます。以前の投影機だと「色のついているオー
ロラが見たかった」とお客さまに言われてしまってい
たそうですが、今度は大丈夫。赤も緑も紫だってとっ
てもきれいに見えていましたよ。皆さまもぜひ！休
館日は日曜日、月曜日、祝日、年末年始です。

立飛オーロラシアター
オープン！

　1月15日、いいお天気でしたがとても寒い日でした。市民駅伝競走と小学生ロードレースが行われました。
今年はスタート位置が変わって立川学術プラザ前から
スタート。さすが「箱根駅伝予選会」の行われる立川
です。年々参観も多くなって、スタート時には沿道に
人、人、人。清水市長も「すごい人だなあ」とおっしゃっ
ていました。地区対抗は錦町体育会が、一般の部は
昭和第一学園高校陸上部が優勝です。この記録は「今
年も」と言うべきもので、錦町体育会は2011年から
連続の1位。昭和第一学園高校も2015年にぶっちぎ
り優勝だった塚ーズに敗れた以外はずっと1位。さて、
来年はどうなるのでしょうか。

今年も元気に市民駅伝競走

　2月1日、錦町に「保育園のついた女性に嬉しいコワーキングスペース Cs TACHIKAWA （シーズ立川）」がオー
プンしました。オープニングパーティーは大盛況。『私の仕事場が子どもの遊び場、私も子どもも育つ場所』『人
とひと、まち、ものをつなげ、新たな価値を地域に生みだすハブとなる』がコンセプト。使命感を持っての船出
です。働きたい！ 何かしたい！ と思っているママさんたち、まずは相談してみるといいかもしれないですね。株
式会社シーズプレイスは錦町1-4-4　サニービル2階、お問い合わせは042-512-9958です。

多摩地区で初！

スターターは清水庄平立川市長

保育スペース ワーキングスペース

　1956年11月8日、第一次南極地域観測隊は東京港
晴海埠頭を出発しました。東南極にあるオングル島に
日章旗を立て「昭和基地」と命名したのが1957年1月
29日午後8時57分、まさにこの瞬間から日本の南極観測の歴史が始まったのでした。以来連綿と続く観測事
業、ことに越冬観測により、オゾンホールの発見、オーロラの発生メカニズムの解明、氷床掘削による地球気
候変動のメカニズムの解明、南極隕石の大量発見、通年の観測による南極海の海洋生態系の解明など、研究成
果は積みあがっています。南極観測60年間の科学技術の進歩は素晴らしいのですが、何億年という地球の歴史
からみればまだまだたったの60年です。西南極の氷の減少が著しいという報告もありましたが、地球の環境変
化はこれからの私たちの生活にどんな影響を与えていくのでしょう。北極の観測と併せ、今後の南極観測にも今
まで以上に研究者の皆さん、協力企業、関係団体の皆さんには頑張ってもらいたい、そんな気持ちで2017年1
月29日、「昭和基地開設60周年記念式典」に参加させていただきました。

昭和基地開設60周年

TACHIHI オーロラシアターの除幕式

スパークリングオーロラ　「煌めく」の意だそうです

現在南極観測中の隊員とライブでつないで

朝日に照らされる満月

　山の端に沈む満月が、ちょうど上ってきた朝日
に照らされていました。冬の朝は空気が澄んで
山々がくっきりと見えます。ほんの少し気温が上が
るだけで靄がかかり、寒冷前線がやってくると雪
雲で稜線は見えなくなります。気象条件が整った
中で満月を写すのは、思ったよりも難しいことでし
た。立飛HD駐車場からの撮影でしたが、早朝だっ
たにもかかわらず、温かい飲み物をお持ちくださっ
た立飛の社員さん、ありがとうございました。

◆「立川で三代」の表紙テーマはあきらめたのか？と
よく聞かれます。いえいえ、ずっと続いています。ひ
とつのテーマで7年も続けられるのは、やっぱりテー
マそのものに継続性があるからでしょう。代々続く
――家系が続く、家業が続く、会社が続く、これ
からも積極的に探していきます。でも一方で、立川
の特徴的な美しい風景も拾いたい。そう思いました。
えくてびあんだからこそ！のきれいな写真で「立川」
をお楽しみください◆立川と隣接8市の市長のお話
をうかがいました。「多摩」と一言でくくれないそれ
ぞれ魅力と特徴があって、でも将来を見通すと連携
が必須なのだそうです。立川市内には大小取り混
ぜていろいろな動きがありますが、それは立川が
元気な証拠！ 取材しても掲載できないことが多くあ
ります。掲載できなかった記事はえくてびあんのブ
ログかFacebookページに掲載してあります。こちら
も併せてご覧ください◆豊泉喜一さんのお話はとて
も面白いです。先月号の表紙になってくださった宮
﨑光一さんのお話も面白い。今回資料をお貸しくだ
さった荒井明久さんもすごく詳しい。それは皆さん
の生きた歴史だからなのですね。砂川は、その立
地から五日市街道を行けばほとんどの旧家とお知り
合いになれます。でも、柴崎町や富士見町、錦町は
そうはいきません。これがまた、昔の地名を知らな
いと古くからいらっしゃる方と話が合わない。勉強、
勉強。勉強しながら生きた歴史を集めていきたいと
思います◆えくてびあんは「古い立川」と「食べ物」
に強いと言われたことがありますが、サブカルにだっ
て強くなってきました。新しい立川の「顔」も大事に
していきたいです。いろいろな「顔」を持つ立川は、
どんな人も受け入れて、どんな価値観も充実してい
くんだなと感じています。そんな立川に寄り添って、
今月も頑張ります。

えくてびあんスタッフ一同



立川と語ろう  立川に生きよう

サブカル大国「日本」は立川からサブカル大国「日本」は立川から

冬の日の出（泉町）
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び
あ
ん
で
も
そ
の
レ

シ
ピ
を
参
考
に
江
戸
ご
飯
に
挑
戦
！

今
月
は
、
み
ん
な
大
好
き
「
か
す
て
ら
」
に
挑
戦
。
鍋
に
生
地
を
入
れ
て
蓋
の

代
わ
り
に
行
灯
の
火
皿
を
乗
せ
る
よ
う
で
す
が
、
え
く
て
び
あ
ん
で
は
蓋
も
熱
す

る
こ
と
が
で
き
る
鍋
を
使
い
ま
し
た
。
上
下
か
ら
温
め
て
じ
っ
く
り
焼
く
と
、
ふ
ん

わ
り
か
す
て
ら
の
で
き
上
が
り
。
余
計
な
も
の
が
入
っ
て
い
な
い
、
素
材
の
味
と
香

り
が
と
て
も
い
い
。
お
い
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
さ
て
、
も
う
一
品
。
小
豆
餅
卵

で
す
が…

。
江
戸
の
人
は
ど
う
や
っ
て
小
豆
を
ツ
ル
ツ
ル
の
ゆ
で
卵
に
く
っつ
け
た
の

で
し
ょ
う
？
水
あ
め
を
煮
て
水
分
を
飛
ば
し
て
も
な
か
な
か
く
っつ
か
ず
、
よ
う

や
く
小
豆
を
乗
せ
る
こ
と
で
よ
し
と
し
ま
し
た
。
お
味
で
す
か
？
え
く
て
び
あ
ん

で
は
立
川
産
の
東
京
烏
骨
鶏
卵
を
使
い
ま
し
た
が
、
卵
の
風
味
が
よ
り
濃
く
引
き

出
さ
れ
て
、
こ
れ
も
ご
ち
そ
う
で
し
た
。
や
っ
て
み
な
い
と
わ
か
ら
な
い
も
の
で
す

ね
！
江
戸
時
代
、
卵
は
ま
さ
に
「
ご
ち
そ
う
」
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

※

『
江
戸
料
理
レ
シ
ピ
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
』（
Ｃ
Ｏ
Ｄ
Ｈ
制
作
）『
日
本
古
典
籍
デ
ー
タ

セ
ッ
ト
』（
国
文
研
所
蔵
）
提
供
：
人
文
学
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
共
同
利
用
セ
ン
タ
ー

か
す
て
ら


