
立川と語ろう  立川に生きよう

女性にぴったりの職業です
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多摩地域の歴史アーカイブズを読む
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書

　前号の「かたこと」にも書きましたが、５月から開講された国文学研究資料館（以下、国文研）の公開連
続講座が面白いです。国文研では、大名文書・村方文書・個人文書など約60万点におよぶ歴史アーカイブズ（古
文書）を保存しています。今回は国文研立川移転10周年を記念して、多摩地域にかかわる古文書をとりあげて
の連続講座。くずし字を解読しながら地域の歴史を学べる講座です。5月10日から7月5日までの全8回。今、
生活をしているこの多摩地域にはいくつもの歴史、人生が重なっているのだなと改めて気づかされる講座でした。
各回の詳しい内容は、えくてびあんのブログ内「国文学研究資料館」にあります。
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【立川駅一番線】
　昭和57（1982）年10月2日、立川駅は念願の南北自由通路の完成及び立川駅橋上駅
舎が完成しました。同時に、駅ビルWILL（現ルミネ）の開業に伴って、1番線は廃止され、
当時鉄道ファンの間では「消えた1番線」として話題になりました。その頃の国鉄は、財
政難のため経費節約などで案内板等に費用をかけられなかったという背景もあり、また
そもそも当時の立川駅の1番線は降車ホーム専用なので、廃止しても時に大きな問題は
なかったのです。平成11（1999）年10月24日、南武線ホームに9番線ホーム新設、その
後平成19（2007）年9月30日、エキュート立川の開業に伴ってホームの番線変更があり、
従来の2番線～9番線から、1番線～8番線へと番線が繰り上がり改称されました。こ
れにより、1番線が復活、これは実に四半世紀ぶりのことで、このことは当時の新聞の
記事でも取り上げられました。

【立川駅の地下通路】
　立川駅は昭和57年に橋上駅舎になりましたが、それ以前の北口駅本屋は木造の平
屋（一部2階）の小さな駅舎でありました。立川駅の地下道は、駅の西側にあり南武線、
中央線から乗降客が利用して、北口に行く際に利用されていました。長さ100ｍくらい、
幅が8～10ｍくらいかと思いますが、現在の西側橋上通路の真下。
　橋上駅舎ができたときも壊さずそのままの状態で残っており、その役目を終えて閉鎖
されてからは、関係者以外立ち入り禁止となって、当時の国鉄の鉄道遺構となっていま
す。

【東立川駅】
　現在南武線立川駅と西国立駅間はとても近く、約1.2㎞ほどしか離れていません。立
川駅を出ると中央線に沿って並行して走り、すぐに右に大きくカーブしています。そのカー
ブの所に左右にホームの痕跡のように見える場所があります。この跡地がまさしく南武
線の東立川駅がかつてあったところです。昭和2年3月に川崎―登戸間が、11月に登
戸―大丸間が開通、大丸―立川間が開通したのは、昭和4年12月でした。当時、立川
を出るとすぐに東立川駅があり、西国立、矢川、谷保、本宿、分倍河原、府中本町、
是政多摩川、大丸の順で続いていましたが、昭和19（1944）年に五日市鉄道とともに南
部鉄道が国鉄に合併された時、東立川、本宿、是政多摩川は廃駅となりました。歌詞
が27番まである「立川小唄」、公募した28番に「東立川  恋の街」と唄われた場所でした。

立川駅の
秘話ストーリー

沼本コレクション点と線 ③

案内人
沼本忠次氏（日本鉄道構内営業中央会  事務局長）

昭和42年立川駅上空からの写真
①立川駅ホーム　貨物の取扱いをしている様子が写っている。
②立川駅南口　駅からまっすぐ南口商店街が伸びている。
③中武デパート　今のフロム中武
④立川郵便局　1901年に開局した。
⑤立川通り

昭和57年　建設中の立川ターミナルビル
（「かえりみる半世紀　そして未来に」より）

今は無き 立川機関区

南武線　東立川駅跡地



あの人、この人、立川人
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統計数理研究所シリーズ〈データの時代〉 ⑤ 

――北里大学へはご自宅から通っていらし
たのですか？
坂田　そうです。静岡から相模原の方まで、
ロマンスカーで通っていました。
――物理がお好きだったんですか？
坂田　数学が好きで、数学で何かやりたい
と思っていたんです。学部の間は、基本的
に物理の研究をしていました。卒業研究は
物理の考え方を使って、生物や社会現象を
研究するというものでした。

――ちょっとよくわからないのですが…。
坂田　物理の中でも統計物理というもの
で、水がなぜ氷るか、相転移現象と言うの
ですが、それがなぜ起きるかということを
研究する分野なんです。
――社会現象とはどうつながるのですか？
坂田　水が氷ることについては、水の分子
の話から始めます。水の分子がどのような動
きをすることで氷へと変化するのか、という
ことを研究します。そのひとつの分子を、例

えば人間に置き換えて、人間 1 人ひとりがそ
れぞれいろいろな動きをしていますよね、そ
れが全体として社会の動きになっていったり
するわけです。構成要素を見つつ、全体を
表現するというのが統計物理の考え方です。
――一般に認識している物理とはちょっと
違う物理のような気もしますが。大学院で
は何を研究されていたのですか？ やっぱり
物理？
坂田　東大の理学部物理学科はどちらかと

いうと物理の本流のような
研究課題を扱うのですが、
私は文系の研究をしている
人と、理系の研究をしてい
る人、その両方がいるよう
な総合文化研究科というと
ころにいました。そこでは生

命科学の研究、特に進化論の研究をしてい
ました。手法としては数学です。
――はい。「はい」と返事をしていますが、
まったくわかりません（笑）。
坂田　そうですね（笑）。進化は遺伝子の
変化で起こります。遺伝子があって、そこ
から目に見える形が作られます。
――はい。
坂田　わかりやすい、見やすいレベルで
言うと、例えばキリンの首が伸びるとか象
の鼻が伸びるとかですね。でも研究対象
は、それよりももっとミクロのレベルの話
です。まず遺伝子があって、そこからタン
パク質が発現します。遺伝子の変化という
のは、遺伝子から発現したものの性質に
よって決まります。遺伝子から発現したタン
パク質が体内でいい働きをしている場合は、
その個体はある意味環境に適応していると
いうことで、そういう遺伝子を持っている
個体は子孫を残していくことができるので
す。そういうことを数理モデルで表し、進
化の方向性を予測する。
――おお！ そこで統計なんですね。
坂田　そうです（笑）。遺伝子は変化し易
いところと変化しにくいところがあって、重
要な構成要素を決めているところは変化し
にくい。高次元なのでそれがどこと具体的
には言い表しにくいのですが、そのような
データを低次元に落として、変化のパターン
を見ていくと、例えば品種改良とかに役立
ちますし、現在実験されているもので言う
なら、大腸菌の抗生物質への耐性などがあ
ります。
――それは明るい未来ですね！ 今、大腸
菌も抗生剤に対して耐性が強くなって困っ
ているという話ですから。
坂田　大腸菌も変化しやすい方向と、しに
くい方向があり、変化しやすい方向の薬剤
を使うとどんどん耐性が強くなって効かなく
なるわけです。ですから変化しにくい方向
性の薬剤を使っていくことで効果を高めて
いくことが、将来的にはできるのではない
かと思っています。
――先月うかがった野間先生の話に似てい
ます。それは統計でできることなんですね？
坂田　統計でできるというよりも、統計を
使わないとできないんですね。

――そんなに大事な統計なのに、日本はど
うして統計の専門学部を作ってこなかった
んでしょう。
坂田　私が学生の頃も、統計学は外部の
バイトが教えるくらいの認識でしかなかっ
た。重要視されていなかったんですね。高
校、大学の時に統計を知っていたら、物
理ではなく統計に進んだかもしれないです
ね。数学を使って何かと言う時、高校の履
修内容では物理しかなかった。今は数学の
ツールを使って統計的に何かをするというこ
とが浸透してきています。
――統計に目覚めたのはいつ頃からです
か？
坂田　統計数理研究所に来てからです。物
理と統計って式のレベルだとよく似ているん
ですよ。ですからそう違わないだろうと思っ
ていたのですが、統計には思想の部分が
重要で。
――思想って「思想」ですよね？
坂田　はい。そこは物理と全然違うなと思
いました。物理も数理モデルを使うことは
あるのですが、その作り方というのは、デー
タに合わせてというものではなく、まず実
験があって原子とか分子の動きを観察して、
その観察事実を積み上げて数理モデルを作
るという手法です。一方で統計は、まずデー
タがあって、そのデータに合うようにモデル
を作る。しかもデータがうまく記述できて予
測ができれば、その作ったモデルが真実で
なくてもいいんです。物理は真実だと思わ
れるものを積み上げますよね。作り上げた
ものが同じ結果になったとしても、その背
景にある思想とか哲学というものはまったく
異なります。
――なるほど…。
坂田　物理は真の物理法則を探したいとい
うことですが、統計は違います。必ずしも
物理法則を反映していなくてもいい。例え
ばこの病気にこの薬が効くだろうと予測でき
て、起こり得ることが推定できれば、必ずし
も真の物理法則を知らなくていいんです。
――ようやく少しわかってきました。先生は
お子さんがいらっしゃるということですが、ご
一緒にテレビなんて観たりされるんですか？
坂田　観ますよ。
――どんな番組を？

坂田　最近は子どもが「アンパンマン」を
観なくなってきて、教育テレビ、「おかあさ
んといっしょ」とか、「ピタゴラスイッチ」っ
てご存知ですか？
――ええ、知っています。「おかあさんといっ
しょ」ほどではないですが、長寿番組の 1
つですよね。
坂田　あれは面白いですよね（笑）。ビー玉
が転がるのなんて力学ですから（笑）。
――お子さんとはどのように接しているので
すか？ 研究職だと大変なイメージですが。
坂田　休日は午前中一緒に遊んだら、午後
は仕事をするとか、午前に仕事をしたら午
後から遊ぶとか。研究者って理論の研究者
と実験の研究者に分かれるのですが、理
論の研究者は明らかに女性向きです。実験
は大きな機械を研究室みんなでシェアして、
決まった時間にある程度研究室にいないと
いけないということがあると思うのですが、
理論の場合は、統数研もそうですが、かな
り1 人ひとりが独立しているので、子どもの
用事で休暇をとってもそんなに周囲に迷惑
をかけることもない。時間の融通はききます。
家でもできますしね、女性向きの職種だと
思いますよ。
――いやいや、頭もないと研究者にはなれ
ませんから（笑）。ただ、研究職を目指す女
性にとっては明るい話ですよね。まさに裁
量労働制なわけですし、男女共同参画社会
ですから。
坂田　そうですね。子どもが寝てからプロ
グラム書いたりしますしね。ある程度のパソ
コンがあればどこででもできる仕事ですし、
最終的には紙と鉛筆で、手で計算しますか
ら（笑）。
――すごいですね。でもこれからお子さん
の成長とともに、おかあさんが参加しなくて
はならないことも増えてきますよ。
坂田　PTAとか、やってみようかなと思っ
ていますけど。
――偉すぎる！ 今日は、朝から取材にお
付き合いいただきましたが、これからお子
さんと遊ぶのですか？
坂田　そうですね。午後から会議があるの
で、それが終わったら帰って、お天気がい
いので近所の公園にでも連れていこうかな
と思います。

研究職は女性向き？
統計数理研究所
数理・推論研究系  学習推論グループ 助教
坂田 綾香氏
若手女性研究者の姿からは、子育て中のイメージがまったく湧かない。
「母子手帳の発育曲線は…」と聞いて、ああ、お母さんなんだと納得した。

インタビューコーナーに関するご感想やご意見は、月刊えくてびあん編集部で承っております。
メール、お電話、お便りなどはえくてびあんまでよろしくお願い申し上げます。

静岡県出身。北里大学理学部から
東京大学大学院 総合文化研究科。
博士課程を終えて4年後の2015年
4月から統計数理研究所。その間に、
東京工業大学大学院 総合理工学研
究科 日本学術振興会特別研究員、
独立行政法人理化学研究所　基礎
科学特別研究員の経験がある。資
生堂が、指導的研究者を目指す女
性研究者への支援と育成への貢献
を目的に設立した「資生堂女性研究
者サイエンスグラント」、その第10
回受賞者のひとり。女性研究者とし
て、一方では2歳の男の子を持つマ
マとして、傍目には優雅に毎日を送っ
ている。

坂田 綾香氏



日本人の「苦と楽」
第16回応現院文化講演会
　　      ――ロバート キャンベル氏（国文学研究資料館長）
一見今さらのことを、ああそうなのかと再認識させてくれる講演会。
終了後、ほのぼのとした「楽」を得て、聴講者はそれぞれ応現院を後にしました。

　文学の根源的な力は人々の心、魂を救えるかもしれない。特に
日本の文学の中にその力は潜んでいるのではないか、そのことに気
づいたのは7年前の東日本大震災後のことだった、という話から講
演は始まりました。目の前に人がいても挨拶することすらできなく
なっている被災者は、難解なストーリーは読み下せない。幸田文の
短編小説、病床にある板前の夫とその妻の毎日を描いた「台所の
おと」を一緒に朗読することで徐々に人心が開いていった事実。さ
らにキャンベル先生自身が経験した6週間の入院生活。生活の基
本的動作を全部他人のお世話になる、何とかしてほしい痛みが伴
う毎日に、抗生剤などない時代の日本人はどうやってこうした難局
を精神的に乗り越えてきたのか。そこからこの日の講題「苦と楽、
日本人はどのように考え、認識し、生きたのか」について、お話は
進みました。

　生まれ育ったNY、ブロンクス地区。祖父母がアイルランドから

の移民で、暮らしたアパートは各階ごとにドイツ人、イタリア人と言
葉も違い、匂いも違う。その1室で、幼い先生はお祖父さんから

「Every cloud has a silver lining」と言われます。不幸の中にも幸
福の種を見出しているという意味だそうですが、当時の先生にはよ
く意味はわからなかった。でも聴講者は、日本人にはなじみの深
い「楽あれば苦あり」を、この1文に感じたのではないでしょうか。
　日本文学者になった先生は、日本から英国に留学した夏目漱
石の読書ノートからこんな1文を見出します。それは18世紀、牧
師として小説家として活躍したL

ロ ー レ ン ス

awrence S
ス タ ー ン

terneの『Pain and 
pleasure, like light and darkness, succeed each other（痛みと快
楽は光と影同様、相次いで現れる）』です。不幸は最小に、幸福は
最大にという当時の西欧の流れには似つかわしくないこの1文に、
漱石は日本人だからこそ惹かれたのではないかと先生はおっしゃい
ます。
　さらに話は夏目漱石のデビュー作『吾輩は猫である』へ。「吾輩」

がビールを舐めて酔っ払い、庭にあった水甕に
落ちて溺れ死ぬシーン。苦しくてもがきあがくが、
やがてもがくことを止めて自然に任せると楽にな
る。楽をも超えて水の中なのか座敷なのかも判
別つかない。そして『…吾輩は死ぬ。死んでこ
の太平を得る。太平は死ななければ得られぬ。
南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。ありがたいあり
がたい。』で終わります。一般的には、これは夏
目漱石特有のユーモアと笑うところですが、キャ
ンベル先生は単純には笑えないとおっしゃいま
す。「吾輩」は夏目漱石の考えを語っているもので、
江戸時代、同じような考えを持っていた人たちが
いたと、話はその具体例へ。

　1630年代、京都から江戸にやってきた沢庵禅
師。大変すぐれた思想家で、説法をたくさん考
えて、戦国時代に生まれて太平を知らない庶民
を救った人でもありました。「楽とは何ですか？」

という問いかけに、沢庵禅師は答えます。「楽」を格付けして、
一番上位は「苦も無き楽も無きを上位とす」と。仏教の言葉
で言えば「寂滅為楽」、まさに猫が至った境地ですが、なか
なか凡人は至れない。では一番下の「楽」は何か。それは「知
足安分」。置かれた立場や与えられた条件の中で自己実現し
ていくこと。足るを知るのは大切と、上位同様、沢庵禅師
はそこにあまり文字を割いていない。では、中の「楽」はとい
うと、『一切の事、中をもって楽とす。いかんとなれば寝るほ
ど楽はなし。然れども朝より暮れにいたるまで、起きるなと
いわば、すなわち苦なり。又寝てばかり居るを苦と思うとき、
起きるは楽なり。しかるをまた終

よもすがら

夜起きて居よといわば、ま
た起きるを以て苦とする』というわけで、寝るより楽はなしと
言いながら、ずっと寝て居ろと言われればそれは苦で、早く
座位をとりたい、足で立ちたい、あそこまで歩きたいと。まっ
たくわがままな自分を言われているようです。
　でも、ずっと立っていて辛い、座りたいなと思う、この時
すでに「苦の中に楽の芽生えがある」というのですから、す
ごいです。そういわれると苦は楽なのかと錯覚？してしまい
そうです。逆に、人生最高！今日は最良の日と喜んでいると、
目の前の草むらに「苦」が頭出しして待ち伏せしているという
わけですから怖いですねえ。文字通り、「苦」と「楽」はメビ
ウスの輪。戦国時代を生き抜いた人ならではの思想ですが、
変に納得しませんか？ 日曜日の夕刻、あるテーマソングがテ
レビから流れると憂鬱になる。それって翌日が月曜日だとい
うことを感じるからですよね。これと一緒。ああ、共感。

　さて、寛政の改革で有名な松平定信。鎖国状態を守りきれなく
なった情勢下で、権力、権威を実際に動かして国を引き締め、様々
な厳しい選択や判断をしてきた人です。成熟した政治家が引退して
書いた書物が「退閑雑記」。そこで問うのは「苦とは何か、楽とは
何か」でした。こうした問い自体が、快楽へ、安定へ、幸福へ向か
おうとする同時代の西欧にはなかったとキャンベル先生はおっしゃ
います。松平定信は沢庵禅師と同じように、苦と楽はつながってい

るものなのだと記していますが、「得れば失い、失えば得る」この考
え方は日本特有だったんですね。まさに「人生楽ありゃ苦もあるさ
♪」です。

　キャンベル先生が最後に紹介してくださったのは、この「苦」と
「楽」が定義された書物でした。哲学的あるいは論理的に言い表し
たものではなくて、風景や人の生活から「人にとって大事なことは
何か」を表現した文学作品『独楽吟』。記された52首の歌は、すべ
て「たのしみは」で始まり「時」で終わります。キャンベル先生曰く、

「これも日本語の美しさ。外側の皮は変わらず中味は漉餡、粒餡と
変わる最

も な か

中のように、楽しい時はこんな時と瑞 し々く語っている」作
品だそうです。幕末に福井の町で、奥さんと3人の子どもと暮らし、
寺子屋をしながら生計を立てていた歌人であり国学者、橘

たちばなあけみ

曙覧の
作品。

『たのしみは珍しき書
ふみ

人にかり　始め一ひらひろげたる時』

『たのしみはあき米櫃に米いでき　今一月はよしといふ時』

『たのしみは衾
ふすま

かづきて物がたり　いひをるうちに寝入たるとき』

キャンベル先生と一緒にこれらの歌を味わい、橘曙覧の人生を追
体験した聴講者は、なんとなくほのぼのとした「楽」を得て帰路に
つかれたのではないでしょうか。

［ 6月17日（日）  『日本人の楽観と憂鬱 ―「楽しく生きること」を人々はどう考えてきたか ―』　主催：応現院文化講演会実行委員会 ］



　公園に行かなくても、大きな花のひまわりを見
ることができた時代は過去のものになりました。
緑地の多い立川でもなかなか見ることができませ
ん。時々、畑のふちにだんだん背が伸びて、茎
が太くなるひまわりを見かけます。そんな時とて
もうれしい気持ちになるのは、やがてその先に大
きな花が咲くことを予想するからかもしれません。
ひまわりはまるで小さな太陽。夏の炎天に負けな
い力をもらえるような気がします。見ごろは7月後
半から8月初旬まで。昭和記念公園砂川口近くの
なだらかな傾斜には約5万本が植えられています。
まさに、太陽がいっぱい！

ひまわり（西砂町）

Ｊ：ＣＯＭ 多摩：111ch

えくてびあんの輪えくてびあんの輪
えくてびあんはリストのお店にあります。
今月は 柴崎町・富士見町・緑町・泉町 
西砂町・一番町 ・上砂町 のお店です。
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◆前号に、梅雨に入りましたと書きましたが、6月
中に梅雨が明けてしまいました。この度の局地的
な豪雨で被害に遭われた方々に心よりお見舞いを
申し上げますとともに、犠牲になられた方々には
衷心よりお悔やみ申し上げます。1日も早い復興
を願います。関東は暑い日々が長く続きそうです
ね。みなさま、ご自愛ください◆第16回応現院
文化講演会。今までにも松平定知氏や、倉本聰
氏、瀬戸内寂聴氏、浅田次郎氏など著名な方々
が登場されましたが、今回はさすが立川人にな
りつつあるキャンベル先生。聴講希望がとても多
く、残念ながら落選された方もたくさんいらっしゃ
いました。時々笑いを誘ってくれて、面白いお話
でした◆統計数理研究所のインタビュー、次回
が最終回。思った以上の反響でとても嬉しいで
す。あらゆる所に使われている統計。生まれ変わっ
たら、今度は統計を勉強しましょう。え？生まれ
変わらなくてもできるって？ いやいや…◆「えく
てびあん効果」と最近言われるようになりました。
先月号の立川ショコラ、大型店との打ち合わせに
入っているとかで、お役に立てたのなら嬉しいで
す。来月には始まる「自衛消防審査会」の練習。
これも盛り上げていきましょう。「えくてびあん効
果」で、さらに安心安全な街づくりへ◆ドーム立
川立飛の内覧会に行ってきました。8月には大相
撲夏巡業、9月には東レパンパシフィックオープン
トーナメント。あの大坂なおみさんも参戦される
そうです。立飛駅周辺はにぎやかです。立川駅、
立飛駅、西武立川駅と、にぎわいの拠点ができ
つつありますが、せっかくの国立研究機関です。
文化面にももっと力を入れて、多面的に強い立川
になれるよう、えくてびあんも頑張ります！

えくてびあんスタッフ一同

無断転載を禁じます。

えくてびあん ⓒ 
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★印のついている記事は、えくてびあんのブログ
「立川は Ecoutezbien えくてびあん」に詳しく掲載されています。

おいしいパンと
レストラン

MAISON KAYSER 
メゾンカイザー

〒190-0012
立川市曙町2-5-1　伊勢丹立川店1階
TEL 042-525-1111

営業時間　
10：00～19：30
　フード L.O 18：30
　ドリンク　L.O 19：00 

（定休日、営業時間は伊勢丹立川店に準じます）

　都内各所で見かけるメゾンカイザー。でも東京市部で
はここ、伊勢丹立川店にしかありません。「クロワッサンの

おいしいお店」が代名
詞になるくらい、クロ
ワッサンとバゲットの
おいしさには定評が
あります。お店で買っ
たパンをその場で食
べたいなら、パンの
売場近くにあるイート
インコーナーへ。メ

ニューにあるお料理をオーダーするならサロン（喫茶）コー
ナーへどうぞ。伊勢丹立川店オリジナルメニューは、「シェ
フのきまぐれアペリティフプレート」。北海道のジビエ専門
メーカーEREZOのエゾ鹿や短角牛を使ったテリーヌやサ
ラミ、生ハムの盛り合わせは、おいしさが凝縮されてい
るのに後味がさっぱり！ 香り豊かなバゲットにぴったりで
す。ドリンクは、スペイン発祥ズーメックスのオレンジジュー
ス。1杯にオレンジ丸ごと4個を使います。お店の奥にズー
メックスの機械があるので、ご興味のある方はご覧になる
と面白いですよ。サンドイッチの種類も豊富、今日はサー
モンとクリームチーズのホットサンド、パンは塩とオリーブ
オイルのチャパタで。焼き色がついてほんのり香ばしく、
バジルソースがいいアクセントになっています。パンの売場
にはスイーツが並んでいて、これも気になる～。次回は絶
対、濃厚クリームの詰まったエクレアをいただきます！

　立川が生んだプロバスケットチーム〈立川ダイス〉。快進
撃を続けています。開催中の3X3.EXE PREMIERは、日本
を6つの地域カンファレンスに分けて全国各地のシンボリッ
クな場所で試合を展開していく世界最高峰のトップリーグ。6
月から8月まで8Roundの大会を戦い抜いて最終順位が決
定するというもの。我らが〈立川ダイス〉は、Round1優勝、
Round3優勝、7月1日にはRound4も優勝しました。6月
16日、アリーナ立川立飛でのホーム戦は残念ながら準優勝、
それでもその強さを見せてくれました。次回ホーム戦は、8月
18日、場所はららぽーと立川立飛で行われるRound7。リー
グも終盤、佳境に入っています。立川みんなで応援しましょう！

8月18日はダイスの日！

　6月16日、国文学研究資料館でトークイベント「デジタル発　和
書の旅　山村浩二、蕙斎に逢いにゆく」が開催されました。昨年10
月から国文研で行っている新事業「ないじぇる芸術共創ラボ」の成果
発表のひとつです。山村浩二さんといえば、日本を代表するアニメー
ション作家。山村先生効果か、聴講者には若い人がいっぱい。国
文研所蔵の和書や教員とのワークショップからインスピレーションを
得て、山村先生がアニメーション作品を創作していくのですが、そ
の創作秘話を披露してくださいました。とても興味深いお話でした。
ここでは、凸版印刷が開発したソフトを使って、自在に江戸時代の
絵本や山村先生のアニ
メーション原画を鑑賞
することができたのです
が、このソフトの開発に
は文系の方と理系の方
のコラボが必要だったの
だとか。いずれこのソフ
トについても取材したい
ですね！

時代を超えてアニメーション

　8月22日に開催される大相撲立川立飛場所で、土俵作りのボランティアを募集していますと前号に記しまし
たら、「面白そう」と結構な反響がありました。そうそう、これ、とても面白いんです。普段はできあがった土俵
しか目にしない私たち。その土俵がどんな風に出来上がっ
ていくのか、そのお手伝いをしながら伝統文化が学べます。
土俵の土を叩くのにビール瓶を使うのですが、メーカーが
決まっているなんて、ちょっとした豆知識。みなさんいらし
てみませんか？
　ボランティア参加は以下の通り
日程　8月21日（火）9：00～16時　
立川市在住在勤の20歳以上70歳未満の健康な方　
当日の朝、直接会場（アリーナ立川立飛）へお越しください。
見学のみの参加も受け付けています。見学はお子さまの参
加もできます。

大相撲立川立飛場所  ボランティア募集

　梅雨明け最初の月曜日、7月2日に立飛みどり地
区でヤギさんたちの送別会が開かれました。真夏日
の午後2時、暑～い中、ヤギにさようならを告げる
ため多くの方が集まりました。最後の触れ合いの後、
ソプラノ歌手の森美佳さんが「ずっと友達だよ」とい
う内容の歌を歌ってくださり、さらに村山社長から
辞令を受け取って、送別会は滞りなく終了。初年度、
ヤギたちと一緒にみどり地区に来た羊のさとるも最
後の挨拶にやってきて、村山社長から記念品を贈呈
されました。記念品って山盛りの立派なニンジンで
すけどね。ヤギさん、4年間ありがとうございました。
元気でね！

ありがとう、ヤギさん ★

山村先生（右）とキャンベル館長（中央）
古典インタプリタの有澤知世さん（左）

凸版印刷開発ソフトを iPad で 山村先生のアニメーション原画

★

Round1 での優勝写真
Ⓒ 2018 3X3.EXE

Round3 での優勝写真  Ⓒ 2018 3X3.EXE

一般の方とのふれあいタイム

日
陰
で
帰
る
時
間
を
待
ち
ま
す

辞令交付 車に乗って… みどり地区を出ていく車
Round2　6月16日　アリーナ立川立飛での雄姿

2016 年のようす



立川と語ろう  立川に生きよう

女性にぴったりの職業です
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）

[annex]

多摩地域の歴史アーカイブズを読む
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富
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家
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書

　前号の「かたこと」にも書きましたが、５月から開講された国文学研究資料館（以下、国文研）の公開連
続講座が面白いです。国文研では、大名文書・村方文書・個人文書など約60万点におよぶ歴史アーカイブズ（古
文書）を保存しています。今回は国文研立川移転10周年を記念して、多摩地域にかかわる古文書をとりあげて
の連続講座。くずし字を解読しながら地域の歴史を学べる講座です。5月10日から7月5日までの全8回。今、
生活をしているこの多摩地域にはいくつもの歴史、人生が重なっているのだなと改めて気づかされる講座でした。
各回の詳しい内容は、えくてびあんのブログ内「国文学研究資料館」にあります。
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