
立川と語ろう  立川に生きよう

表紙／秋は黄金色（国営昭和記念公園）

国語研の役割再認識

あの日も立川はスケボー

創刊から40年ー⑰

　���� 年。阪神・淡路大震災や地下鉄サリン事件の起きた年。「インターネット
元年」とも、戦後�� 年で「戦後史の転機」とも言われた年だ。立川では、�月��日、
立川青年会議所主催の「立川パレット祭 スケートボードプロ＆アマチュアムラサ
キ CUP」が開催された。写真はその一場面。種目はストリート。青年会議所第
�� 代理事長の時のようだ。この年月刊えくてびあんは創刊 �� 年。記者の数も多
かったので、あちらこちらにお邪魔して写真を撮っていた。この写真もそんな中
の１枚だが、アーバンスポーツと呼ばれる競技、立川では��年も前に大会を開い
て技を競っていたんだなあと。立飛の駅前にムラサキスポーツのムラサキパーク
立川立飛があるが、この時も協力してくれていたのだから、
立川とは縁が深い。

えくてびあんの写真から

他の写真はこちらで



高倉町珈琲 武蔵村山店　
武蔵村山市本町1-70-2
TEL 042-843-9860
営業時間　7:00～22:00（LO21:30）
定休日　なし
LINEで友達登録するとお楽しみがいっぱいです。
QRコードをスキャンするとLINEの友だちに追加されます。
QRコードをスキャンするには、LINEアプリのコードリーダーをご利用ください。

憧れの白いパンケーキ
フレンチトーストのカリッ、フワッ
秋の味覚が詰まったドリアやパスタがたまらない！

懐かしくて、新しいカフェです

高倉町珈琲は、今年10周年。40店舗ある中で、武蔵村山店は5店舗め、すで
にこの場所で8年営業しています。落ち着く空間に、流れるのはビートルズ。武
蔵村山店ならではの光景は、お客様に外国人が多いこと。カップルで、ファミリー
で、奥様お二人で。お隣の席の会話が聞こえるか聞こえないかの居心地の良さ。
メニューは他店舗と同じですが、空気感がいいんです。ぜひぜひ、美味しい秋
の味を武蔵村山店で、どうぞ。

ネットでも公開しています

高倉町珈琲 武蔵村山店

飲むサラダ　JAS有機ほうれん草とキウイスムージ と
JAS有機キャロットとりんごスムージー　　
ほうれん草を飲んでいる感じがすごくいい

きのことチキンのパイシチュー　
チキンと椎茸、しめじの美味しさ
をパイで閉じ込めました

秋をまるごと味わえる　たっぷり椎茸のビスクドリア  と  きのこのクリームパスタ　香りがとてもよく濃厚な秋の味

彩りフルーツのフレンチトースト  と  4種類のフレッシュハーブティー
生のハーブは季節を感じられる爽やかな味です

栗のクリーム リコッタパンケーキ  と  特製クリームのリコッタパンケーキ



ネットでも公開しています

日本語研究の進展を牽引する

あの人、この人、立川人 115

［インタビュー］

［ 立川に育まれて     ］ 56

――国語研さんは、とても美しい建物の中で
何をやっているのかさっぱりわからないです。
前川　国語研は人間文化研究機構に属してい
ます。人間文化研究機構というのは、4つある
大学共同利用機関法人の1つです。日本語を
研究する中で、我々は研究者のサポートをして
います。その中でも重要なのは日本語・日本語
教育研究のインフラ整備、それが大きなミッショ
ンです。日本語の研究をする際に必要になっ
てくるデータ、信頼性の高いものを、今の時代
ですからネットの上で誰でも使えるようにする。
使いやすくして公開する、それは大学とは違う
役割です。
――言葉の研究のインフラと言いますと。
前川　例えば宮古島の方言の研究をしようとす
る。すると、それは一種の外国語なわけです。
外国語ですから、言葉の仕組み、どんな単語
があるのか、文法がどうなっているかという記
述から始めます。すると非常に能力の高い人が
10年20年かかって1つ、ある地点のことはで
きるわけです。でもそれは琉球諸語のそのま
た一言語だけの研究です。同じような研究を必
要とする言語（方言）が日本全国に存在するわ
けです。そういうものが積み重なって、全体を
見ることで初めて見えてくるものもある。それ
は当然一人の力ではできない。そういう意味で
インフラは絶対に必要ですし、今の時代になっ
てくると、我々が作っているような基礎データ、
実際に使われた日本語の記録ですが、それは
言語の研究だけでなく、情報処理の世界でも
利用されます。私自身の書いた論文でも、引用
件数の最上位に来ているものは、のきなみ情
報処理の領域です。
――  そうなんですね。
前川　一人の力でできることは当然限られてく
るわけです。ある優秀な研究者が一生かけて
きて、亡くなった時にそのデータも失われてしま
うなんて、大変もったいない話だし、それを共
有化していくことが非常に大事で、また組織で

やらなければできないわけです。
――統数研の話を聞いているような感じです。
当然コンピューターを使われるわけですよね。
前川　もちろん。コンピューターの利用能力は
現代の言語研究者にとって必須の能力です。と
ころで、コンピューターの言語処理というのも、
実は国語研ではとても古くからやっているんで
すよ。1960年代の半ばから当時の大きなコン
ピューター、メインフレームと言われるものを
使って日本語の書き言葉の処理を試みたんで
す。当時としては先端的な取組で、歴史的に価
値のあることでしたが、実をいうとそれほど成
功しなかった。当時のコンピューターの能力が
ハードウエアの面でもソフトウエアの面でも非常
に限られていたんです。ソフト技術が進歩して
1990年前後からようやく使えるようになってき
ました。現在では本当にコンピューターなしで
は全く仕事ができません。それはどこの研究所
も同じだと思います。
――2006年に相澤正夫先生にお話をうかがっ
た時には、外来語の言い換え提案をされていま
した。「インフォームドコンセント」とか「ノーマ
ライゼーション」。そして2009年に田中牧郎先
生にうかがった時には、医療用語の言い換えを
研究されていました。「エビデンス」とか「QOL」
とか。
前川　それはだいぶ前の話ですね。
――  独立行政法人時代です。
前川　国語研の設置形態は3回変わっている
んです。1948年に文部省の直轄部門として設
置されて、その後文化庁に移管されたのです
が、2001年には独立行政法人になりました。
独法は国民へのサービスをするための機関で
すから、何をすべきかと当時一生懸命考えた
んです。先ほど来お話している、言語のデータ
をきちんと作って公開するというのも我 な々りに
考えて得られた方向のひとつですし、より直接
的に言語生活、市民生活に関係するあり方とし
て「病院の言葉」があったわけです。それが相

澤さん、田中さんが考えた答えでした。
――なるほど。
前川　今は大学共同利用機関ですから、アカ
デミックな研究の下支えをすることがミッション
になります。設置形態とともに組織というのは
仕事の内容がやっぱり変わってくるんですね。
――市民から見たら設置形態はわかりませんか
ら、ずっと同じことをやっているのだろうと思い
ますよ。
前川　独法時代の「外来語の言い換え提案」は
とても苦労したわりに、あまり社会に受け入れ
てもらえなかった。しかし、その反省から生ま
れた「病院の言葉」はとても評判がよかったん
です。医療機関からも。ただ、最初は理解で
きなかった外来語も時間とともに定着していく
ということはあります。「エビデンス」なんかはそ
の好例で、いまは医療分野でも政策分野でも
受け入れられています。問題は最初の意味がよ
く分からない時期に、そのことを利用されてし
まうことだと思います。政治の世界とか行政の
世界とかがそうなのではないでしょうか。わか
らない外国語でごまかさないでくださいよ、わ
かる言葉で話してくださいということですね。
――相澤先生もそうおっしゃっていました。と
ころで、現在こちらでなさっているテーマは、
先日オープンハウスで見せて頂いたことですね。
一つひとつ、とても面白かったです。
前川　うちの研究所にはいろいろなテーマが
あるのですが、言語地図などは1970年代の代
表的な仕事でした。『日本言語地図』では主に
単語を調べましたが、もう少し文法的なこと、
活用とか助詞の使い分けとか、そういった側面
を調べて文法的な要素に重点を置いた『方言
文法全国地図』を1990年代に刊行しています。
　方言もそうですが、そもそも、話し言葉の
研究は、研究所創設以来の重要な研究テーマ
になっています。研究所が創設された頃には、
現代語の文法は実際上書き言葉の文法で、話
し言葉をきちんと調べたデータなんか存在しな

かった。
――しなかった？
前川　1948年に国語研ができて、最
初にやった仕事のひとつが現代日本語、
特に話し言葉を研究するための方法論
の開拓なんです。当時の研究員は、尊
敬できるなと思うのは、頭で考えるだ
けでなく、実際に東京のいろいろな地
区でいろいろな組み合わせで実際の
会話を大量に録音して、といっても当
時ですから大した量ではありませんが、
それを書き起こして、どういうイントネーション
かということまで含めて書き起こして、それを
基に話し言葉の文法というものを作っていった
んです。
――大変な仕事ですねえ。
前川　これは世界的に見ても立派な仕事で、
まさにエビデンス・ベーストなんです。こういう
伝統は現在に引き継がれていて、言語コーパ
スと言いますが、当時の人たちが手作業で頑
張って作ったものを、今ではコンピューターの
力を借りて何百億という規模で、書き言葉も話
し言葉も作れるようになってきました。国語研
のホームページを見ていただくとわかりますが、
国語研で構築された言語コーパスの中のひとつ
NWJC（国語研日本語ウェブコーパス）を例にと
ると258億語あります。
――億なんてすごい数で大変そう。
前川　多いから大変とも限らないんですよ。書
き言葉と話し言葉では手間がまったく違って、
話し言葉の方がずっと大変です。ただし最近は
音声認識の精度が劇的にあがったので、話し
言葉のデータ作成も少し楽になってきました。
　ちなみに日本語の音声認識の精度の向上に
は、我々が2000年頃に作った『日本語話し言
葉コーパス』が貢献しています。国語研が総務
省の通信総合研究所と協力して作ったデータを
もとに、東京工業大学と京都大学の情報処理
の先生たちが認識システムを構築しました。最

近、文理融合研究の必要性が指摘されていま
すが、これはその早い時期の明らかな成功例
のひとつだと思います。
――音声認識を使ったら書き起こししなくてい
いのですか？
前川　さすがにそれはね、人手が完全に不要
にはならない。でも研究を進めて京都大学教
授の河原達也さんを中心に衆議院の会議録の
音声認識が実現したんですよね。ですから随
分前から衆議院の議事録では音声認識が使わ
れています。
――速記じゃないんですか。
前川　もちろん速記者がチェックしています。
――オープンハウスの時の句読点の話は国語
研らしいし、興味深かったです。
前川　面白いテーマですよね。どこでも教わら
ないでしょ。
――言われてみれば確かに。
前川　私は昔、鳥取大学で教えていた時に、
そのような研究を学生と一緒にやったことがあ
ります。ジャンルを決めるとある程度パターン
が見えてくるんです。例えば日本文学全集みた
いなもので、その中からランダムにサンプルを
選ぶ。いろいろな作家の文章があるのですが、
どういう所に読点を打つかという観点から分析
するんです。そうするとね、師弟関係でほぼ同
じになることがある。井伏鱒二は志賀直哉とほ
とんど同じ。三島由紀夫は川端康成とよく似て

いる。あと、教科書は学科によって異なるとか
ね。出版社が違っても学科ごとに似るんです。
――おもしろ～い。
前川　面白いけど、それだけではなかなか食っ
てはいけない（笑）。大学共同利用機関となっ
てからのミッションは、1つには言語研究のた
めの高品質な言語資源の開発であり、日本語・
日本語教育研究のインフラ整備。また日本語
ならびに日本語と関連する諸言語について、諸
科学と連携しながら先端的な研究を実施して、
新たな研究領域を開拓し、国内外の研究ネッ
トワークを構築することです。きちんとした日
本語のデータがあるから日本語の情報処理が
できるわけですし、AIも動くわけです。そうい
う意味で国語研の存在を認知していただきたい
と願っています。
　それから最後にぜひ知っていただきたいこと
があります。私が国語研に入った1989年には
50名以上の常勤研究者がいましたが、それが
現在では20名まで減っています。政府から渡
される運営費交付金が20年以上にわたって毎
年削減されてきた結果です。この状態で研究の
広がりとレベルを維持するのはほぼ不可能なん
ですが、そこを研究者の頑張りでなんとか維持
しているのが実情です。これは他の国立研究
機関も同じだろうと思います。最後が暗い話題
になって恐縮ですが、そういうこともぜひ知っ
ていただきたいと思います。

1956年京都府出身。国立国語研究所 所長（名誉教授）。日本の言語学者。専門は音声学、言語資源など。上智大
学大学院で言語学を学んだ後、東京工業大学大学院情報理工学研究科にて学術の博士号を取得。鳥取大学を経て、
1989年より国立国語研究所。2023年4月より現職。

前川喜久雄さん

かつて取材した時と趣きを異にする国語研
何が変わったのか、国語研の前川所長を訪ねた

国立国語研究所の役割



ネットでも公開しています

令和6年自衛消防審査会
立川・国立の防火防災意識の高さを改めて知る

　新人研修の一環として位置づけられる事業所の自衛消防。火災や地震など災害時の初期活動を円滑に行い、そこに集う人びとの安全を確保するた
めに設置される組織。設置するだけでなく訓練することで、いざという時に動ける名実ともに頼もしい組織となる。
　自衛消防の役割は、初期消火や避難誘導、通報連絡など。それらを包括した一連の動きを毎年「自衛消防審査会」として審査し、更なる防火意識
向上へとつなぐ。選出される隊員は決して消防の専門家ではなく、大型商業施設で言えば各フロアの販売員だったり、鉄道で言えば運転手だったり車
掌だったり駅員だったり。病院も同じ、放射線技師だったり事務方だったり看護師だったり薬剤師だったり。しかも隊員全員が同じ職場とは限らない。
同一事業所でも、金融機関なら別々の支店から練習に集まってくることもあるし、職場が都内で仕事を切り上げて立川まで練習のために通ってくる人も
いる。足りないのは練習時間だけではない。練習する場所が無かったり、設備が整っていなかったり。消火栓の水を出して練習できる隊は限られている。
その中で、それぞれが全力を尽くした審査会だった。
　「規律」と言われても何のことやら。「回れ右」が最初からスッとできる人なんて数えるほど。大声が出せなくて「聞こえない」と言われる一幕も。初回
の練習から見せてもらったが、大丈夫？と言いたくなるような所作だった隊員が、審査会当日には別人になっていて、成長を感じ驚かされた。参加した
隊の隊員全員に、そして、猛暑の8月、隊ごとに1から指導を繰り返した立川消防署の皆さんにも拍手を送りたい。

長く続く事業所の自衛消防審査会。
今年初めて、男子隊・男女混成隊と女子隊の区別をなくして行った。
女子隊にとって不利なのではと思われたが、全ては結果が物語る。

優勝
立川市役所一番隊
今年も合宿で選抜されたメンバーが取り組んだ。
市役所の地下駐車場で、先輩方にアドバイスを頂
きながら練習し、この日を迎えた。

準優勝
株式会社
立飛ホールディングス
自衛消防隊

（女子隊）
優勝だけを目指して頑張ってきたので、準優勝と
言われても悔し涙が止まらない。火を消すまで
のタイムは1番だった。

3位
株式会社
立飛ホールディングス
自衛消防隊

（男子隊）
悔しさは残るけれど、やるだけのことはやったと
いう充実した表情。優勝は逃しても3位までに食
い込むところがさすが立飛。

9月12日（木）



令和6年自衛消防審査会　審査結果
順位 事業所名 合計点 タイム
優勝 立川市役所一番隊　自衛消防隊 294 20.72
準優勝 株式会社立飛ホールディングス自衛消防隊（女子隊）　 289 15,84
３位 株式会社立飛ホールディングス自衛消防隊（男子隊） 288 16.49
４位 立川拘置所  自衛消防隊 284 20.28
５位 ららぽーと立川立飛隊 283 16.72
６位 一如社 自衛消防隊A 283 16.75
７位 JR立川 青梅線チーム 283 19.97
８位 地理情報隊  自衛消防隊 281 18.31

（8位までが入賞）
９位 エキュート立川  自衛消防隊 279 19.15
10位 ルミネ立川店  自衛消防隊 279 20.06
11位 国立市役所  自衛消防隊 279 22.63

順位 事業所名 合計点 タイム
12位 多摩都市モノレール  自衛消防隊 277 19.53
13位 立川市役所二番隊  自衛消防隊 277 21.78
14位 JR立川  南武線チーム 276 21.81
15位 JR立川  中央線チーム 275 17.91
16位 真如苑女子  自衛消防隊 275 18.44
17位 真如苑男子  自衛消防隊 271 18.78
18位 立川病院  自衛消防隊 271 20.97
19位 多摩信用金庫  自衛消防隊 271 24.78
20位 一如社  自衛消防隊B 259 18.53
21位 グランデュオ立川店  自衛消防隊 256 16.35
22位 LABI  LIFE  SELECT 立川 213 32.35
23位 国立病院機構災害医療センター自衛消防隊 178 62.69

山崎純一立川消防署長の言葉
　自衛消防審査会は災害発生時に、事業所を守るための一連の対応要領を体得することを目的に実施しています。今回で４９回目
の開催となる伝統ある行事となっています。
　昨年までは男子・混成隊の部と女子隊の部の２つに分けて実施していましたが、本年は性別による区別を廃し、統一して審査す
るなど実施方法を変更して実施しました。以前赴任していた街でも署長として自衛消防審査会を開催してきましたが、立川市、国
立市の事業所の方々は防火意識が非常に高く、本日の審査会もハイレベルな結果となり、消防署長として大変心強く感じました。
　各事業所の自衛消防隊は、災害時の初期対応を担う、重要な立場であり、事業所における防火防災のリーダーとして、今後とも
訓練を継続していただきたいです。

4位
立川拘置所  自衛消防隊

5位
ららぽーと立川立飛隊

6位
一如社 自衛消防隊A

7位
JR立川  青梅線チーム

8位
地理情報隊  自衛消防隊

まさかの瞬間。勢い余ったか、足が線から出ちゃって惜しかった。

健闘しました。練習を通して成長を感じた隊のひとつです。

もともと男女の区別のない職場なんだなと思わされました。すばらしい。

規律はさすがの自衛隊。にわか作りではない安定した動きでした。初出場ながら好成績、さすがです。



9位 エキュート立川  自衛消防隊 10位 ルミネ立川店 自衛消防隊

11位 国立市役所  自衛消防隊

12位 多摩都市モノレール  
自衛消防隊

13位 立川市役所二番隊  自衛消防隊

14位 JR立川  南武線チーム

15位 JR立川  中央線チーム

16位 真如苑女子  自衛消防隊

17位 真如苑男子  自衛消防隊

18位 立川病院  自衛消防隊 19位 多摩信用金庫  自衛消防隊

20位 一如社  自衛消防隊B 

21位 グランデュオ立川店　
自衛消防隊 22位 LABI LIFE SELECT立川

23位 国立病院機構災害医療センター自衛消防隊



立川を楽しもう
多摩てばこネット
えくてびあんのPDF版もこちらから

Ｊ：ＣＯＭ 多摩：11ch・111ch

スカパー！で放送の常楽我浄は
スマホアプリ「スカパー！番組表」（無料）で視聴できます。

えくてびあんの輪えくてびあんの輪

サロン・ケベクア美容室
HAIR MAKES たしろ

うなぎ しら澤
久住ハウジング（株）
不動産 大晋商事
ヤマハミュージックアベニュー立川
蕎麦懐石 無庵
あら井鮨総本店
大衆劇場 立川けやき座
立川伊勢屋 ルミネ店
多摩信用金庫 すまいるプラザ立川店
オリオン書房 ルミネ立川店
みずほ銀行 立川支店
コスメドール 辰己屋
黒毛和牛専門店 焼肉 FUKI
宮地楽器 MUSIC JOY 立川北
三井住友銀行 立川支店
レストラン サヴィニ
アートルーム 新紀元
MOTHERS ORIENTAL
和食どころ 若草茶屋
三上鰹節店
ビックカメラ 立川店
Charcoal Dining るもん
酒亭 玉河
玉屋 KITCHEN
ホテルエミシア 東京立川
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
café cocokara
多摩水族館
すし 魚正

額縁専門店 プリムベール
多摩信用金庫 東立川支店
まごころ銘茶 狭山園
ギリシャレストラン SHUPOUL
林歯科医院
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
お好み焼ともんじゃ焼 こけし
立川熟成寝かせ蕎麦たかや

鳥料理 くし秀
寿司勝
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
バー バル アラディ
康復中国気功整体院
日本クッキングスクール

527-4716
525-2175

524-5061
527-8007
525-3110
523-1431
524-0512
522-2957
512-5057
524-3395

0120-667-646
527-2311
524-3121
524-6051
523-0166
527-6888
522-2151
525-1662
528-6952
528-0855
526-0010
522-3259
548-1111
527-3022
522-2654
595-7847
525-1121
527-4479
529-5468
522-6211
525-0222
512-7159
524-0288
522-3437

528-6789
524-0611
527-0146
519-3923
522-5657
522-3565
522-3353
522-3677
524-7852
521-0236
526-1267
595-6922

522-7692
522-4874
522-7472
527-1680
524-3190
526-2283
523-3917
529-1088
522-3440

高
松
町

えくてびあんはリストのお店にあります。
今月は 高松町・曙町・羽衣町・錦町 のお店です。

錦
町

羽
衣
町

曙
町

輝く黄葉（国営昭和記念公園）
　今号がお手元に届くのは、「菊花開（きくのは
なひらく）」10月半ば。タイトルは11月号で「楓
蔦黄（もみじつたきばむ）」秋です。けれども、
いつまでも気温が高く、すっきりとした高い空を
仰げない。こうした変化もまた自然の営みなの
かなと思います。黄金色の秋はいつやってくるの
でしょうか。

◆1999年から11年という長きに渡って月刊えく
てびあんの表紙を撮り続けてくださった細江英
公先生が、本年9月16日にご逝去されました。
1933年3月18日生まれ、91歳のご生涯。紫綬
褒章受章、文化功労者に選出され、海外から
の評価が高く2003年には世界を代表する写真
家7人のひとりに選出され、英王立写真協会創
立150周年特別記念メダルを受章されています。
後進の育成に尽力され、清里フォトアートミュー
ジアムの初代館長にも就任されていました。か
つてえくてびあんでは毎年、細江先生が撮影し
た表紙の写真展を開催していました。ある時、
観覧にわざわざ遠方から来られた方がえくてび
あんスタッフに、「あなた方は細江英公氏がどの
くらいすごい方かわかっているのか」と。いつも
気さくにお話ししてくださったり、「これで撮れな
きゃ本物じゃないんだ」とおっしゃりながら、イン
スタントカメラでスタッフを撮ってくださったり、
お目を患われた時には「これからは心眼で撮る」
とおっしゃったり。私どもスタッフにはいつも自
然体で接してくださった先生でした。モデルに
なってくださった市民の方々は127人。すでに鬼
籍に入られた方も多いのですが、きっとあちら
で再会を喜ばれていることでしょう。感謝申し上
げますと共に、心よりご冥福をお祈り申し上げ
ます ◆自衛消防審査会、男女の別をなくした初
めての会として、バージョンアップしてお届けし
ました。皆さんの健闘を讃えたいと思います◆
国語研さん、一般市民にはなかなかお伺いする
チャンスはありませんが、次回の一般公開には
ぜひ足を運んでみてください。面白いですよ。

えくてびあんスタッフ一同

掲載しきれなかった写真などはQRコードからどうぞ

無断転載を禁じます。

えくてびあん ⓒ 
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本館前の中庭を歩くパキケファロサウルス

海外メディアに迫る勢いのユタラプトル

お客様に大人気スコミムス

見るからに怖いティラノサウルス

　本当に沢山の来場者でした。普段は入室できない低温室に入れたり、普段見ることのできない生物標本を見
られたり、南極ライブトークにサイエンスカフェ、盛りだくさんな企画がすべて満席満杯。日頃の広報活動が功
を奏したのでしょうか、昨年の倍以上のお客様だったそうです。
　タロやジロに隣接して何やら新しいモニュメント。説明に『北極域研究船　「みらいⅡ」と同型の錨　この錨は、

「クリアランス制度」に基づき、日本原子力研究開発機
構の原子炉施設「ふげん」の廃止措置にて発生した金
属廃材を用いて製作されています。　錨は、船にとっ
て重要かつ象徴的な器具の一つです。北極域や地球
環境への貢献を目指す北極域研究船「みらいⅡ」と同
型の錨を製作・設置することにより、資源を有効に利
用することができる「クリアランス制度」の社会への定
着につながるとともに、地球環境への負荷が低減され
る循環型社会の実現を願います。』とあります。設置し
たのは日本原子力研究開発機構、極地研は設置場所
提供の協力だそうです。

極地研探検2024大盛況

観測棟でいろいろな体験を

火星由来隕石で人気上昇中の地圏？

　9月28日と29日、立川ダイスの2025シーズンがホームで開幕しました。28日は立飛HDの冠試合。
負けられない試合、90-83で競り勝ちました。新メンバーにもなり、途中大丈夫かなと思う瞬間もあり
ましたが、今年も頑張って上位を目指して欲しいですね！頑張れダイス！

立川ダイス シーズン開幕です

青のユニフォームがダイス　左からNo.13　田中志門、
No.14　佐藤誠人、No.15　ジェイリン・イングラム、No.2 
ドンテ・ジョーダン・ブルーナー　いずれも新メンバー

No.20  甲斐将志　通訳も兼ねている新メンバー

　11月21日から11月24日に開催される『立川立飛歌舞
伎特別公演』に先立って、10月2日、演目ゆかりの髙尾山
薬王院へ、歌舞伎俳優 中村壱太郎さんが公演成功祈願
に訪れ護摩に立ち会いました。上演作品『玉藻前立飛錦
栄』は「立飛グループ創立100周年」を記念して創作された、
藤間勘十郎脚本・振付による新作舞踊。舞台は髙尾山薬
王院。鐘供養を行うところへ美しい白拍子吾妻登場。「九
尾の狐」伝
説をモチー
フに、中村

壱太郎さんが九役を早変わり、宙乗りを披露します。

成功祈願に中村壱太郎さん

氷の結晶模型で

錨のモニュメント

南極の植物って？

　今年も立川南口で、子どもも大人も楽しいイベントが開催されました。題して「立川南フェスタ　立川南口ワ
ンダーランド」。南口のお店とコラボした企画、トレカの「たちモンカード」はさらなるバージョンップを遂げて、持っ
ているだけでも嬉しくなります。歩き回って疲れたらおいしい味を堪能する。9月23日は、南口の良さに触れた
1日でした。

立川南口ワンダーランド開催
　9月27日と28日、東京国立博物館中庭で恐竜たちのナイトパレードが行われました。和太鼓の演奏
とユリノキの妖精に呼び出された恐竜約20頭が、時の扉を開けて黄泉の国からやってきます。えくてび
あんでは開幕前26日に行われた公開リハーサルに行ってきました。この恐竜たちのライブショー「DINO-
A-LIVE」が150年後の国宝候補となり、恐竜を製作する株式会社ON-ART（立川市）の代表取締役 金
丸賀也さんと小塚明美さんが、「東博アンバサダー」に任命されたことから、東博の魅力を世界に発信す
るプロジェクトの1つとして開催されたライブショー。「百鬼夜行」から着想された「恐竜大夜行」に海外の
メディアも興奮してレポートしていました。

東博の恐竜大夜行

大本山髙尾山薬王院 中興第三十三世 貫首 
佐藤秀仁 僧正（左）と中村壱太郎さん

大本山髙尾山薬王院 大本堂前での鐘の儀式



立川と語ろう  立川に生きよう

表紙／秋は黄金色（国営昭和記念公園）

国語研の役割再認識

あの日も立川はスケボー

創刊から40年ー⑰

　���� 年。阪神・淡路大震災や地下鉄サリン事件の起きた年。「インターネット
元年」とも、戦後�� 年で「戦後史の転機」とも言われた年だ。立川では、�月��日、
立川青年会議所主催の「立川パレット祭 スケートボードプロ＆アマチュアムラサ
キ CUP」が開催された。写真はその一場面。種目はストリート。青年会議所第
�� 代理事長の時のようだ。この年月刊えくてびあんは創刊 �� 年。記者の数も多
かったので、あちらこちらにお邪魔して写真を撮っていた。この写真もそんな中
の１枚だが、アーバンスポーツと呼ばれる競技、立川では��年も前に大会を開い
て技を競っていたんだなあと。立飛の駅前にムラサキスポーツのムラサキパーク
立川立飛があるが、この時も協力してくれていたのだから、
立川とは縁が深い。

えくてびあんの写真から

他の写真はこちらで




