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隆二郎の７回忌です 

帰らぬ旅に出てから６年経ちました 
 
 ６年前の２０１５年９月に「安全保障関連法」が成立した。彼、隆二郎は以前か

らこの法案に危惧を抱いていたが、その成立を見ることもなく「帰ることのない長

い旅」に旅立った。また１０月には安倍政権は「辺野古」米軍基地工事の本体工事

に着工した。  
 １９７２年の「沖縄返還」から沖縄の問題に傾注していた彼にとって生きていれ

ば断腸の思いだろう。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ばとこいあ神戸  第８３回  2014.12.14 より  

 
 あなたが歌い手で、詩人で、演奏家で、語り手であるなら、あなたの怒り

や悲しみをあなた自身の表現方法で伝えて欲しい。そんな場が「ばとこいあ

神戸」だ！  
 ばとこいあ神戸には、大昔長髪で髭面で新宿西口で歌っていたシンガーも

いる。またあまりプロテストの歌を唄わないシンガーもいていい空間を醸し

出している。  
 しかし黙ってはいられない、あんたも俺も表現者なんだ、短い時間だけれ

ど語って、歌って、キャッチボールして輪を広げていこう。  
ばとこいあ通信  第７９号  より  

http://www9.plala.or.jp/
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２０２０年１２月１３日（日） 

神戸学生青年センター・スタジオ 

参加者６名（表現者５組５名） 

 
 コロナ過で、大阪・兵庫を始めとして全国的にコロナ陽性者・重症者が増加して

参加者が済まなかったが、僕も参加できて楽しい時間を過ごしたよ。充分に感染予

防をしていれば「自粛」「自粛」とお題目を唱えなくても大丈夫なんだ。万一感染し

てしまえばあきらめるしかないよね・・・。  
 

 

                ☜ 会場風景 ☟  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ☝  宮崎  隆 (根津実 )さん  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ☝  中山 けんいちさん  
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  ☝  矢谷 トモヨシさん  
 
 
 

                      ☜  岸田 善行さん  
 
 
 
 
 
 
 

 

                   ☜  土山 恵子さん  
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  ☝  土山 恵子さん  
 

 

 

 Photo by Yukio Senmatsu 
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『ばとこいあ神戸』こもごも 
『ばとこいあ神戸』の歴史  その２９  

千松 幸夫 

 
【 第 2 部 】 第 Ⅱ 期 『 ば と こ い あ 神 戸 』  

 
【第２１章】たんぽぽの宴、第５０回  ～  第５３回  
 
 ２ ０ ０ ８ 年 ２ 月 ２ ２ 日 (土 )。 雨 。 伊 丹 の 「 て ぇ げ て ぇ げ 食 堂  き ゅ ら む ん 」

で の 開 催 。隆 二 郎 の 娘 さ ん (小 林 理 絵 さ ん )と そ の 仲 間 が 企 画・運 営 し た 。惜 し

む ら く は こ の １ 回 で 終 わ っ て し ま っ た こ と だ 。 た だ 彼 女 ら の 中 に 事 実 と し て

残 っ た こ と で 、 あ と は 今 の 自 分 や そ の 周 り の 状 況 に 外 挿 出 来 る か だ が そ れ は

一 人 一 人 の 問 題 だ 。  
 

 表 現 や 行 動 が 制 限 さ れ る 、 と い う の は ど う い う 状 況 な の だ ろ う か 。  
 自 分 達 の お か れ て い る 現 状 を 顧 み て も 、寧 ろ 表 現 の 自 由 を 声 高 に 掲 げ 、

そ れ を 制 限 し よ う と す る も の を 批 判 す る 傾 向 に あ る 。そ れ が 現 代 で は 当

た り 前 に な り 、表 現 を 制 限 さ れ る 事 は ひ と 昔 も ふ た 昔 も 前 の 事 の よ う に

す ら 思 え る 。た だ た だ 、過 去 の 話 と し て 私 の 中 に 植 え 付 け ら れ て い る の

が 事 実 だ 。  
 今 回 の イ ベ ン ト で 、 そ れ は 覆 さ れ た 。  
 過 去 の 事 で し か 無 い と 思 っ て い た 事 が 、 21 世 紀 の 現 代 に 実 際 起 こ っ

て い る 。  
 場 所 は 台 湾 。 近 い よ う で 遠 い 、 遠 い よ う で 近 い 、 そ ん な 国 。  
 
 行 っ た 事 も 無 い 。知 り 合 い が い る 訳 で も 無 い 。私 に と っ て は 単 に ア ジ

ア の 国 の ひ と つ と い う だ け で 、 そ れ 以 上 で も そ れ 以 下 で も 無 い 。 正 直 、

こ う い う イ ベ ン ト が 無 け れ ば 気 に す る 事 も 無 か っ た だ ろ う 。 そ れ で も 、

そ の 国 で 起 こ っ て い る 事 は 、 私 の 常 識 を 覆 す も の だ っ た 。  
 隆 二 郎 氏 か ら 語 ら れ る 台 湾 の 現 状 。 表 現 の 弾 圧 、 学 生 運 動 。 ま る で 、

聞 い た 事 し か 無 い 、自 分 が 産 ま れ る 前 の 日 本 の よ う な 現 状 。そ れ が 現 代

に 実 際 に 起 こ っ て い る 。  
「 い や 、今 西 暦 何 年 だ よ ！ 」と 言 い た く な っ て し ま う が 、哀 し い 哉 現 代

の 話 な の だ 。  
 台 湾 で そ ん な 事 が 起 こ っ て い る な ん て 話 は 、こ の イ ベ ン ト に 関 わ ら せ

て 頂 く ま で 全 く 知 ら な か っ た 。自 分 に と っ て は ま る で 対 岸 の 火 事 の よ う

な 話 で 、多 分 こ う い う 事 で も 無 け れ ば 一 生 知 る 事 も 無 か っ た だ ろ う と 思

う 。  
 寧 ろ 、一 体 ど こ へ 目 を 向 け た ら こ れ を 知 る 事 が 出 来 た の だ ろ う か 。今

ま で 関 心 が 無 か っ た と は 言 え 、余 り に も こ の 情 報 が 入 っ て 来 な か っ た よ

う に も 思 う 。も し か し た ら 自 分 の 関 心 が 希 薄 過 ぎ た だ け な の か も し れ な
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い が 、日 本 の 感 覚 か ら す れ ば 、大 々 的 に 取 り 上 げ ら れ て も い い よ う な 事

の 筈 な の に 。 そ れ も 台 湾 の 現 状 と い う 事 な の だ ろ う か 。  
 実 際 に 台 湾 の 現 状 を 見 て 、体 感 さ れ て 来 た 隆 二 郎 氏 が こ う し て 語 っ て

く れ た 事 に よ っ て 、少 な く と も そ れ ま で 全 く 台 湾 の 現 在 に 関 心 の 無 か っ

た 私 が 、台 湾 で 起 こ っ て い る 、到 底 考 え ら れ な い よ う な 状 況 を 知 る 事 が

出 来 た 事 は 、 非 常 に 有 意 義 な 事 だ っ た と 思 う 。  
 勿 論 、私 ひ と り で 出 来 る 事 は 殆 ど 何 も 無 い 。出 来 る 事 は 何 も 無 い け れ

ど 「 知 る 」 事 は 出 来 る 。 そ れ だ け で も 全 く 違 う の で は な い だ ろ う か 。  
 台 湾 の 現 状 を 知 る 人 が も っ と 増 え れ ば 何 か 変 わ る か も し れ な い 。台 湾

に は 実 際 に 訴 え 続 け て い る 人 々 が い る 。知 ら せ る 人 、訴 え る 人 、そ の 声

に 耳 を 傾 け る 人 は こ れ か ら 増 え て い く と 思 う 。そ の 声 が ず っ と 届 か な い

な ん て 事 は あ っ て は な ら な い と 思 う か ら 。  
(「 ば と こ い あ 通 信 」 第 ４ ７ 号 よ り )  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 第 ５ ０ 回 は ２ ０ ０ ９ 年 ４ 月 １ １ 日（ 土 ）。場 所 は 神 戸 学 生 青 年 セ ン タ ー ・ ス

タ ジ オ 。 参 加 者 ５ 名 （ 表 現 者 ５ 組 ５ 名 ）。 晴 れ 。  
 

 戦後の日本と台湾の関係を文献等で調べてみた。台湾はかっての日清戦争後に日本の植民

地となった。それ以降現在に至るまで台湾民衆に対する無知と無理解がはびこってきた。そ

の理由は日本軍国主義の清算の中断と歴史的責任の所在の解明と決着があいまいなまま封印

されたからだ。 
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 １９５２年４月２８日サンフランシスコ平和条約の発効と同じ日に日台平和条約が調印さ

れた。そしてアメリカ主導の反共巻き返し戦略のもと国民党にとっては延命のための跳躍点

を手に入れること、日本にとっては対日賠償放棄の獲得と戦犯政治家や戦犯企業の戦争犯罪

の清算免責の実現をはかることという双方の目的が合致した結果に他ならない。 
 その間、台湾では１９４７年『２・２８事件』から１９５０年代白色テロルへと、韓国では

１９４８年済州島『４・３事件』へと、いずれの地でも恐怖政治が展開されたが、日本はその

抑圧政策を一貫して支持・援助し、両国の民衆に敵対してきた。それには３つの意味があっ

た。 
 第一に、独裁政権を政治的・経済的に支持することで民衆への抑圧を認知したこと。 
 第二に、それと引き換えに自らの植民地支配と戦争責任の追及を免れ、過去を隠蔽したこ

と。 
 第三に、独裁政権との癒着を通じて経済侵略（高雄市の南部、空港周辺に１９７７年ころ

貿易加工区があり、多くの日本の企業が進出していたことを私は目撃している）を果たすこ

とによって、現地の民衆からの収奪・搾取の実を上げたこと。 
 その結果、そうした構造をもつ冷戦体制と高度成長というシステムの中で、私たちは経済

的にはそれなりに安定した日常生活を営むようになり、個々の差はあれ、国家と企業に自己

を同化させてゆくことでその安定はおおむね保証されることとなる。その過程は戦前の歴史

を風化解体し、また同時代の近隣諸国の民衆の現実へのまなざしを曇らせ、視野から欠落さ

せていく道のりでもあった。 
私たちは今、このことの重大な意味を、改めて問われているのではないだろうか。今一度、深

く見知ることの必要を痛感した旅であった。 
(「 ば と こ い あ 通 信 」 第 ４ ７ 号 よ り )  

 
 
☜  澄田  好信さん  
 
 

 隆二郎  ☞  
 
 
☜  土山  恵子さん  
 
 

潟野  友美さん  ☞  
 
 
☜  隆二郎  
  矢谷  トモヨシさん  
 
 
 

矢谷  トモヨシさん  ☞  
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 第 ５ １ 回 は ２ ０ ０ ９ 年 ６ 月 ６ 日（ 土 ）。場 所 は 神 戸 学 生 青 年 セ ン タ ー ・ ス タ

ジ オ 。 参 加 者 ５ 名 （ 表 現 者 ４ 組 ４ 名 ）。 曇 り の ち 晴 れ 。 ２ ０ ０ ８ 年 か ら ２ ０ ０

９ 年 は 参 加 者 が 一 桁 と い う 時 が 続 い た 。 若 干 倦 怠 期 だ っ た の か な … 。  
 

 今 年 の ４ 月 、６ 月 と 参 加 者 が 急 激 に 少 な く な り 、６ 月 な ん か は １ ９ 時 １

５ 分 頃 ま で 隆 二 郎 、 千 松 の ２ 名 と い う 状 況 で あ っ た 。  
１ ９ 時 ３ ０ 分 を 過 ぎ て 中 野 さ ん 、伊 藤 く ん 、矢 谷 さ ん の 参 加 が あ っ た 。し

か し 、こ こ で 隆 二 郎 よ り 緊 急 提 案 が あ り 、急 遽「 ば と こ い あ 神 戸 」の 現 状

分 析 と こ れ か ら の 対 策 に 関 し て の 意 見 交 換 の 場 を 持 つ こ と に し た 。  
本 来 な ら も う 少 し 早 い 時 期 に こ の よ う な 場 を 多 く の 参 加 者 が い る 時 に も

つ べ き だ っ た 。  
 な ぜ な ら 、ば と こ い あ 神 戸 の 表 現 空 間 は 一 部 の 事 務 局 ス タ ッ フ が 設 定 、

提 供 す る も の で は な く 、 こ れ だ け 長 く 続 け て き た の だ か ら 当 然 の こ と 参

加 者 、表 現 者 た ち の 多 く の 意 見 を 取 り 入 れ ，会 を 重 ね る ご と に 面 白 く し て

い く こ と を 基 本 と し て き た が 、 と も す れ ば 忙 し さ に か ま け お 座 な り の 場

を 続 け て し ま っ て い た 。そ う な る と マ ン ネ リ に 落 ち 込 み 、興 味 が 半 減 さ れ

て し ま い 、 参 加 者 や 表 現 者 は 休 み が ち に な っ て し ま い 最 後 に は 参 加 者 も

来 な く な り 会 そ の も の が 消 滅 し て い く 。  
 会 と い う か 空 間 を 創 る こ と の 大 変 さ を 十 分 知 っ て い る の に 、 同 じ 過 ち

を 繰 り 返 し て 、今 ま で ど れ だ け 多 く の 面 白 い 会 が 消 え て し ま い 、気 が つ け

ば 何 も な い 状 況 に 寂 し い 思 い を 繰 り 返 し て き た こ と か 。  
 当 然 事 務 局 ス タ ッ フ の 責 任 も 大 き い 、 ス タ ッ フ の 人 数 が 少 な い 、 忙 し

い 、限 界 だ 、こ れ ら は 当 然 遭 遇 す る 課 題 で 、避 け ら れ な い 事 実 だ 。し か し

理 由 に は な ら な い 。  
 だ か ら こ そ み ん な で 創 り 続 け る こ と が 重 要 で 、 表 現 者 同 士 の キ ャ ッ チ

ボ ー ル が 面 白 い 空 間 を 作 り 出 し て い く 。  
 会 や 空 間 を 消 滅 さ せ る こ と は た や す い 事 、 し か し そ れ は あ る 種 の 発 展

的 な 要 素 や 可 能 性 を 芽 生 え さ せ る か 、 も し く は そ れ ら を 残 す こ と が 出 来

る 状 況 に あ る こ と が 望 ま し い 。  
 そ の た め に は 若 い 表 現 者 た ち の 、 斬 新 で 私 た ち が 思 い つ か な い よ う な

意 見 や ア イ デ ア を 聞 く こ と も 必 要 な 時 期 に 来 て い る と 思 う 。  
 最 後 に 参 加 者 と 表 現 者 の 皆 さ ん に お 願 い し ま す 、 友 人 か 仲 間 の 方 に も

今 一 度 声 を か け 、「 ば と こ い あ 神 戸 」 へ の 参 加 を お 誘 い く だ さ い 。  
（「 ば と こ い あ 通 信 」 第 ４ ９ 号 よ り ）  

 
と い う こ と で こ の 回 の 写 真 は あ り ま せ ん 。  
 
 ２ ０ ０ ９ 年 ７ 月 ９ 日 か ら １ ３ 日 の 「 ２ ０ ０ ９ 緑 島 ・ 和 平 ・ 對 話 人 權 藝 術 季 」

に つ い て は 次 号 で ・ ・ ・ 。  
 
 
 第 ５ ２ 回 は ２ ０ ０ ９ 年 ８ 月 ８ 日（ 土 ）。場 所 は 神 戸 学 生 青 年 セ ン タ ー ・ ス タ

ジ オ 。 参 加 者 ８ 名 （ 表 現 者 ７ 組 ７ 名 ）。 晴 れ 。  
 



                     - 9 - 

 台 湾 か ら 帰 っ て き て １ 月 足 ら ず で ま だ 内 容 が 消 化 出 来 て い な か っ た し 、 ま

だ 参 加 者 の 少 な さ に 打 ち ひ し が れ て （ は い な か っ て が ） い た 状 況 で し た 。  
 

 旅 に 出 て 、そ こ か ら 日 本 を 見 る こ と の 重 要 性 を 知 っ た の は 、は る か 昔 、

全 日 本 フ ォ ー ク ジ ャ ン ボ リ ー の サ ブ ス テ ー ジ に 出 た 後 、三 里 塚 の 戸 村 一

作 さ ん を 訪 ね 三 里 塚 闘 争 の 現 状 を お 聞 か せ 願 っ た 時 だ 。そ の 話 の 最 後 に 、

戸 村 さ ん は「 君 は 沖 縄 に 行 っ た こ と が あ る か ？ ま だ な ら ぜ ひ 行 く と い い 、

そ う し て 今 の 日 本 を 見 る こ と だ よ 、き っ と 本 当 の こ と が 見 え て く る と 思

う 」と 話 し て 頂 い た の が き っ か け だ 。そ れ 以 降 沖 縄 や ア メ リ カ 、イ ン ド 、

タ イ な ど を 旅 し 、そ の 都 度 日 本 を 見 つ め 続 け て き た 。そ こ で は 驚 愕 の カ

ル チ ャ ー シ ョ ッ ク を う け た 。そ し て 日 本 の マ ス コ ミ と 政 府 の 嘘 を 知 る こ

と も 出 来 た し 、 日 本 の 歴 史 の 闇 を 見 る こ と も 出 来 た 。  
 今 回 の 台 湾 で の 旅 も 同 様 、台 湾 か ら 日 本 を 見 る こ と で 日 本 の 歴 史 的 事

実 と 向 き 合 う 一 連 の 動 き の 中 で 、特 に 、台 湾 原 住 民 の 人 た ち と 知 り 合 い 、

話 し 合 う こ と で 多 く の 事 実 を 知 る こ と が 出 来 た 。  
 日 清・日 露 戦 争 後 に 日 本 が 台 湾 で 植 民 地 政 策 を 行 っ た こ と は 現 在 で も

十 分 な 検 証 が 行 わ れ て い な い 、そ の た め 日 本 国 内 で は 、今 だ に 多 く の 人

た ち は 侵 略 さ れ た 国 の 人 々 の 心 情 を 理 解 で き な い ま ま だ 。  
 か っ て 小 泉 が 首 相 時 代 に ６ 回 も 靖 国 神 社 に 参 拝 し 、そ の 度 に 中 国・韓

国・台 湾 の 政 府 や 民 間 人 か ら 強 い 抗 議 を 受 け た 。し か し 台 湾 政 府 や 民 間

人 か ら の 強 い 抗 議 を 知 っ て い る 人 は 何 人 い た だ ろ う ？ そ う し た な か 今

回 台 東 で お 会 い し た 都 蘭 村 か ら 参 加 さ れ た 原 住 民 の 男 性 か ら「 日 本 人 監

督 の 井 上 修 さ ん が 撮 影 し た ド キ ュ メ ン タ リ ー 映 画 、『 出 草 之 歌  台 湾 原

住 民 の 吶 喊  背 山 一 戦 』を 見 ま し た か 」と 聞 か れ 、恥 ず か し な が ら「 見

て な い 」 と 答 え る と 、 彼 は 通 訳 を 通 じ て 映 画 の 内 容 を 話 し て く れ た 。  
 「 出 草 」と は「 首 狩 り 」を 意 味 し 、「 出 草 之 歌 」と は「 蛮 刀 を 研 ぎ 澄 ま

し 、 侵 し て く る 敵 に 対 し 戦 い を 挑 む 歌 」 で あ り 。「 背 山 一 戦 」 と は 「 山

を 背 に し て 退 路 を 断 っ た 決 死 の 戦 い 」 の こ と だ と 言 う 。  
内 容 に 入 ろ う 、第 二 次 世 界 大 戦 で「 日 本 兵 」と し て 戦 死 し 、靖 国 神 社 に

合 祀 さ れ た 先 祖 の 霊 を 取 り 返 そ う と 闘 う「 台 湾 原 住 民 」の 姿 を 追 っ た も

の で 、映 画 全 篇 に 台 湾 原 住 民 の 古 来 か ら の 歌 が 流 れ 、部 族 の 女 性 リ ー ダ

ー「 チ ワ ス・ア リ 」を 中 心 に 展 開 さ れ て い る 。こ こ で 私 た ち が 考 え な け

れ ば な ら な い の は 、何 故 、台 湾 原 住 民 が 日 本 兵 と し て 徴 兵 さ れ「 高 砂 義

勇 隊 」 と な っ た か と 言 う 経 緯 で す 。（ そ の 前 に 「 台 湾 原 住 民 」 と 言 う 呼

称 の 由 来 の 説 明 か ら 、台 湾 の 人 口 約 ２ ３ ０ ０ 万 人 の 内 、ほ と ん ど は か っ

て 中 国 か ら 渡 っ て 来 た「 漢 族 」の 人 た ち だ 。し か し そ の 漢 族 が 住 み 着 く

以 前 、 よ り 古 く か ら 住 み 着 い て い た 約 ４ ０ 万 人 の 「 原 住 民 族 」 が い る 。

こ の 原 住 民 族 の 中 に は 、タ イ ヤ ル 族 、ブ ヌ ン 族 、パ イ ワ ン 族 等 約 １ ３ 部

族 が あ る 、 日 本 時 代 に は 「 高 砂 族 」、 戦 後 中 華 民 国 政 府 に は 「 高 山 族 」

や「 山 胞 」と 呼 ば れ て い た 。こ れ ら 全 て は 植 民 者 が 勝 手 に 付 け た 呼 称 だ 。

９ ０ 年 代 に 入 り 台 湾 原 住 民 ら は 歴 史 上 初 め て 自 ら の 意 思 で「 元 か ら こ の

地 に 暮 ら し て い た も の 」と 言 う 意 味 を 込 め て「 原 住 民 族 」と 名 乗 り 始 め 、  
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１ ９ ９ ４ 年 に「 台 湾 原 住 民 」と い う 正 式 な 呼 称 が 台 湾 の 憲 法 に 記 載 さ れ

た 。） 日 清 戦 争 後 の １ ８ ９ ５ 年 、 日 本 は 台 湾 を 植 民 地 と し て 支 配 し 始 め

る 。そ の 直 後 に 台 湾 総 督 府 は 身 勝 手 な 法 令 で 台 湾 原 住 民 族 の 土 地 を 強 制

的 に 奪 っ て い っ た 。  
当 時 の 原 住 民 族 は 全 く の 無 権 利 状 態 に お か れ 、日 本 の 総 督 府 の 意 の ま ま

に 搾 取 、抑 圧 さ れ て い た 。危 機 に 瀕 し た 原 住 民 族 は 各 地 で 日 本 植 民 者 に

対 し 激 し い 抵 抗 運 動 を 展 開 し た 。そ の 抵 抗 に 対 し 総 督 府 は 武 力 を 行 使 し

殺 戮 を 繰 り 返 し た 。  
そ し て 生 き 残 っ た 人 々 に 対 し 、徹 底 し た「 同 化 ＝ 皇 民 化 」政 策 を 推 進 し 、

天 皇 神 道 信 仰 で 洗 脳 す る の だ 。１ ９ ４ ２ 年 侵 略 戦 争 の 南 下 に 伴 い 、日 本

は 台 湾 原 住 民 の 青 年 を 中 心 に「 高 砂 義 勇 隊 」を 編 成 し 。２ 万 人 あ ま り を

南 洋 戦 線 に 送 り 込 ん だ 。こ の と き の「 高 砂 義 勇 隊 」は 名 目 上「 募 集 」と

な っ て い る が 、実 際 は 多 く の 日 本 人 警 官 が 原 住 民 集 落 を 回 り 、選 出 指 名

し た も の に 他 な ら な い 。当 時 の 警 官 は 全 員 日 本 人 で 、原 住 民 族 の「 生 殺

与 奪 」 権 を 握 る 、 集 落 の 絶 対 権 力 者 で あ っ た 。「 高 砂 義 勇 隊 」 は そ の 後

も 多 く 南 方 戦 線 に 送 ら れ 、 戦 争 の 消 耗 品 に さ れ 続 け た 。  
戦 後 、靖 国 神 社 は 、高 砂 義 勇 隊 の 戦 没 者 を 遺 族 に 無 断 で 、戦 争 指 導 者 と

同 列 に 合 祀 し た 。こ れ に 対 し 、原 住 民 は「 返 我 祖 霊（ フ ア ン・ウ オ・ス・

リ ン ）」 の ス ロ ー ガ ン の も と 、 日 本 政 府 と 靖 国 神 社 を 相 手 取 り 、 合 祀 の

取 り 下 げ 訴 訟 を お こ し た 。し か し 現 在 も ま だ 日 本 政 府 と 靖 国 神 社 は 無 視

し 続 け て い る 。  
原 住 民 の「 返 我 祖 霊（ フ ア ン・ウ オ・ス・リ ン ）」の 思 い 、こ の 底 辺 に あ

る の は 50 年 に 及 ぶ 日 本 に よ る 植 民 地 支 配 と 、 そ の 後 の 国 民 党 政 権 の 白

色 テ ロ ル の も と 、 自 ら の 歴 史 ア イ デ ン テ ィ テ ィ に 目 覚 め た か ら だ 。  
こ の 映 画 も 見 て い な い の で 、こ れ 以 上 は 、原 住 民 の 人 た ち か ら 聞 い た 話

と 参 考 資 料 、実 際 に 見 学 学 習 し た 、台 東 の 卑 南 に あ る 国 立 台 湾 史 前 文 化

博 物 館 の 文 献 資 料 に よ り 、書 い た が 続 き は 映 画 を 見 る こ と だ 。何 と か し

て 作 品 を 手 に 入 れ 、鑑 賞 し 、続 き を ま と め た い し 、あ な た に も ま と め て

い ず れ に せ よ 私 の 知 ら な か っ た 昭 和 史 の 闇 の 部 分 が ま た 一 つ 、台 湾 で 見

え 始 め た 。  
 

☜  藤原  正志  さん  
 
 

中野  誠三さん  ☞  
 
 
☜  ジョーゼット加藤 (加十 )さん  
 
 

中嶋  初恵さん  ☞  
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☜  渡辺  博昭さん  
 
 

隆二郎  ☞  
 
 

 
 第 ５ ３ 回 は ２ ０ ０ ９ 年 １ ０ 月 ３ 日（ 土 ）。場 所 は 神 戸 学 生 青 年 セ ン タ ー ・ ス

タ ジ オ 。 参 加 者 ８ 名 （ 表 現 者 ６ 組 ７ 名 ）。 晴 れ 。  
 

 ２ 月 １ ４ 日 (日 )に 、こ こ 六 甲 学 生 青 年 セ ン タ ー の 大 ホ ー ル で 開 催 さ れ た

「 詩 の 朗 読 と 津 軽 三 味 線 の 共 演 」は 素 晴 ら し く 感 動 的 で 楽 し か っ た 。津 軽

三 味 線 の 奏 者 、山 本 竹 勇 さ ん の 音 色 に 乗 せ て の 詩 を 朗 読 、四 名 の 詩 人 の 個

性 が 聞 き 手 を そ れ ぞ れ 違 っ た 世 界 へ と 引 き ず り 込 ん で い く 。 私 に は 詩 を

朗 読 さ れ て い る と 言 う よ り 歌 わ れ て い る と 思 え て な ら な か っ た 。 そ う 、

「 う た 」を 聴 い て い た の だ 。三 味 線 の 音 色 は 日 常 の 音 、風 が 木 々 や 草 原 の

草 を 揺 ら す 音 で あ っ た り 、季 節 の 風 そ の も の の 音 が 日 差 し の 中 を 、夜 の 闇

を 駆 け 抜 け る 言 霊 の 如 く 聞 こ え て く る 。 そ し て い つ の 間 に か 三 味 線 が 詩

人 と 「 詩 (う た )」 を 見 事 に 紡 ぎ 情 念 の 世 界 を 描 き 出 し て い く 。  
 
 私 が 津 軽 三 味 線 と 始 め て 出 合 っ た の は 、も う ４ ０ 年 も 前 の 頃 。肩 ま で の

髪 と ひ げ 面 、洗 い さ ら し の ジ ー ン ズ を は き 真 冬 の 津 軽 、五 能 線 沿 い に 旅 し

て い た 時 の こ と だ 。 あ て も な く 陸 奥 岩 崎 駅 で 雪 ま み れ の ２ 両 編 成 の ジ ー

ゼ ル 列 車 を 降 り 、駅 員 に 安 い 宿 を 教 え て も ら い 、そ こ を 訪 ね た 。駅 か ら 連

絡 が あ っ た の か 小 雪 が 舞 う 宿 の 玄 関 先 に 初 老 の 上 品 な 女 性 が 私 を 待 っ て

く れ て い た 。   
聞 く と こ ん な 平 日 の 厳 冬 の 時 期 に 泊 り 客 は ま れ で 、 今 日 は 私 １ 人 だ と い

う 。 古 び た 小 さ な 宿 だ が 廊 下 も 柱 も き れ い に 磨 き 込 ま れ て い た 。  
 通 さ れ た の は １ ２ 畳 ほ ど の 部 屋 で 、部 屋 の 真 ん 中 に 囲 炉 裏 が あ っ て 、吊

り 下 げ ら れ た 鉄 瓶 か ら 湯 気 が 立 ち 上 が っ て い た 。 冷 え た 身 体 に 熱 い お 茶

が 染 み 渡 る 。囲 炉 裏 の そ ば に は 、形 は 悪 い が み ず み ず し い リ ン ゴ が 笊 に 入

れ ら れ 御 茶 宛 と し て 出 さ れ て い た 。  
 迎 え て く れ た 女 性 は こ の 宿 の 女 将 で 、リ ン ゴ の 皮 を 剥 き な が ら 、次 々 と

話 し か け て き た 。 だ け ど 女 将 の 言 葉 は 強 い 訛 り 言 葉 で 何 度 も 何 度 も 聞 き

返 す の で 話 が 前 に 進 ま な い 。気 ま ず い 雰 囲 気 に な り か け た 時 、宿 を 教 え て

く れ た 駅 員 が 部 屋 に 入 っ て き た 。  
 聞 く と こ の 宿 は 彼 の 母 親 が 営 ん で い る と 言 う 、 母 親 の 女 将 に 彼 は 二 言

三 言 話 す と 、一 升 瓶 を 私 に 手 渡 し「 飲 ん で け れ 」と 言 い 部 屋 を 出 て 行 き 、

す ぐ に 着 物 に 着 替 え 、 手 に は 三 味 線 を 持 っ て き て 、 囲 炉 裏 を は さ ん で 座

り 、茶 碗 に 酒 を 入 れ 一 気 に 飲 む と 三 味 線 を 弾 き 始 め た 。間 近 で 聞 く 津 軽 三

味 線 の 音 は 、時 に 身 体 に 突 き 刺 さ り 、時 に 身 体 を 優 し く 転 が る よ う に 撫 で

て く れ る 。目 を 閉 じ る と 、さ っ き ま で 歩 い て い た 五 能 線 沿 い の 海 が 映 し 出

さ れ て き た 。鉛 色 の 海 と 空 か ら 突 然 湧 き 出 し て く る 白 く 砕 け た 波 頭 、そ の

間 か ら 三 味 線 の 音 色 が 生 ま れ て く る よ う に 思 え る の だ っ た 。 囲 炉 裏 の 温
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も り と 酒 の 酔 い で 火 照 っ た 身 体 に 眠 り が 誘 う ・ ・ ・ ・ ・ 。  
 次 の 日 、五 所 川 原 か ら 十 三 湖 ま で 行 き ，湊 周 辺 を 歩 い た 。真 冬 の 十 三 湊

に は 人 影 す ら 見 え な い 、風 除 け の 板 塀 に 雪 が 凍 て 付 い て い る 。突 然 小 学 １

年 生 く ら い の 男 の 子 が 駆 け て き て「 何 処 か ら 来 た の か 」聞 い た 。「 神 戸 か

ら 」と 答 え る と「 東 京 は 知 っ て る か 」と 聞 き 返 す「 知 っ て る 」と 答 え る と

「 お 父 に 早 く 帰 っ て ほ し い 、オ ラ も お 母 も 待 っ て る か ら 」伝 え て ほ し い と

寂 し い 目 を し て 訴 え る よ う に 頼 む の だ っ た 。そ の 健 気 な 真 剣 さ に「 分 か っ

た 、会 え ば 必 ず 伝 え る か ら ね 」と 咄 嗟 に 答 え る し か 出 来 な か っ た 。都 会 で

の う の う と 暮 ら し て い る 私 に は 、 出 稼 ぎ 暮 ら し の 寂 し さ や 侘 し さ は 理 解

す る 事 は 出 来 な い 。  
 後 ろ め た さ が 、 凍 て つ い た 風 に 吹 か れ て 長 い 髪 を 顔 の 前 で ま と わ り 付

か せ 続 け る の だ っ た 。  
 帰 り に 五 所 川 原 の バ ス タ ー ミ ナ ル に 寄 っ て み た 。大 き な 荷 物 を 持 っ た 女

た ち が 声 高 く 卑 猥 に 笑 っ て る 。で も こ れ こ そ 人 の 生 き 様 。出 稼 ぎ に 行 っ た

お 父 た ち よ 、一 日 も 早 く 無 事 で 元 気 に 帰 っ て 来 い よ 。そ う し て 妻 や 子 の 寂

し さ と 冷 え た 心 と 身 体 を 温 め て や っ て く れ 、そ う 願 わ ず に は お ら れ な い 。 
 待 合 室 の テ レ ビ で は 南 か ら の 桜 の 便 り の ニ ュ ー ス が 流 れ て い た 。  
 外 に 出 る と 吹 雪 に な っ て い た 。 地 走 り の 雪 と 風 の す き ま か ら 津 軽 三 味

線 の 音 色 が 風 土 と 人 を 紡 ぐ よ う に 聞 こ え て き た 。 そ ん な 重 く て 寒 い 北 国

津 軽 の 旅 だ っ た ・ ・ ・ ・ 。  
 
☜  澄田  好信さん  
 

中嶋  初恵さん  ☞  
& 福岡  キコさん  

 
☜  中嶋  初恵さん  
 

隆二郎  ☞  
 
 
☜  中野  誠三さん  
 

福岡  キコさん  ☞  
 
 
☜  永井  ますみさん  
 

矢谷  トモヨシさん  ☞  
 

 

 Photo by Yukio Senmatsu 
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 第 Ⅰ 期 「 ば と こ い あ 神 戸 」 で 、 １ ９ ７ ７ 年 ５ 月 (「 ば と こ い あ 神 戸 」 レ コ ー

デ ィ ン グ の 頃 )よ り 少 し 前 に メ ン バ ー だ っ た 神 戸 松 蔭 女 子 学 院 大 学 の 篭 池 ゆ み

こ さ ん が 失 恋 し て そ の 恋 が 終 わ っ た と い う の を 確 認 で き な く て 、い つ ま で も ウ

ジ ウ ジ し て い て 忘 れ た い 、忘 れ た い と 言 い な が ら い つ ま で も そ こ に 留 ま っ て い

た 自 分 の 心 情 を 詩 に し て 隆 二 郎 に 渡 し て 、 隆 の 補 作 詞 ・ 作 曲 で 出 来 た 歌 。  
 篭 池 さ ん が 「 ば と こ い あ 神 戸 」 の レ コ ー ド の 中 で 歌 っ て い る 。「 ば と こ い あ

神 戸 」 第 Ⅱ 期 で し ば し 隆 が タ イ ト ル を 変 え て 歌 っ て い た 。  
 
 

私（旧 タ イ ト ル  私はすてて旅に出る）  
 

詞   篭池ゆみこ  補作詞・曲  ：  りゅうじろう  

 
冷 た く 寒 い  冬 は 寂 し い  
待 っ て い た け ど  春 は 来 な い  
古 い 上 着 と  重 た い 扉 を  
私 は 捨 て て  今 旅 に 出 る  
 
思 い 出 だ け に  す が り つ い て  
昨 日 の 影 に  お び え て い た  
そ ん な 私 に  愛 想 を 尽 か し  
独 り 歩 き を  始 め た の も 私  
 
夢 を 見 る こ と で  ご ま か し て い た  
私 の 明 日 と  今 日 の 幸 せ  
可 愛 い 女 で  い よ う と し て  
涙 で 甘 え た  日 も あ っ た  
 
強 い 女 に  な り た い し  
優 し い 女 に  な っ て も ひ た い  
生 き て る 私 を  確 か め な が ら  
頑 張 り な さ い と  つ ぶ や く 夜 更 け  
頑 張 り な さ い と  つ ぶ や く 夜 更 け  

 
 

隆二郎 歌集 －１７ 
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小 林 隆 二 郎   Memorial 

『旅の終りに』 

CD とリーフレット  
 

CD 
Ｄｉｓｋ  １  1999 年まで  
Ｄｉｓｋ  ２  風来とのコラボ集  

（風来ライブとリハーサルから )  
Ｄｉｓｋ  ３  日本国内ライブから  
Ｄｉｓｋ  ４  臺灣から  
Ｄｉｓｋ  ５  『ばとこいあ神戸』から  Ⅰ  
Ｄｉｓｋ  ６  『ばとこいあ神戸』から  Ⅱ  
Ｄｉｓｋ  ７  
(Bonus  Disk)  

『ばとこいあ神戸』からの語り集  

プ ラ ス ２ ０ ０ ６ 年 か ら ２ ０ １ ４ 年 ま で の 映 像 を 収 め た Ｄ Ｖ Ｄ を  

２ 枚 つ け ま す 。  

デ ー タ デ ィ ス ク の た め 、 パ ソ コ ン で 再 生 し て 下 さ い 。  

 

カンパ  1 セット  ￥３ ,０００  （送料  ￥１ ,０００）  
 

リーフレット（ 2015 年改訂版）  

  全 １ ３ ６ ペ ー ジ  

  １ ９ ９ ９ 年 秋 の「 新 訂 版 」に ２ ０ ０ ０ 年 以 降 の 唄 の 詩 や ．『 ば と

こ い あ  通 信 』 か ら 抜 粋 し た エ ッ セ イ を 付 け ま し た 。  

カンパ  1 冊  ￥１ ,０００  （送料  ￥５００）  

C D と リ ー フ レ ッ ト 一 緒 の 場 合 、 送 料 は ￥ １ ,０ ０ ０ で す 。  

 

『人はみな旅人』  ＣＤ  

1 枚 500 円  
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編 集 後 記 

 

 ２０２０年末からコロナ陽性者が急増して、２０２１年初頭には全国で７００

０人を超えた。ガースー政権は３０００人を超えてからやっと「 GO TO」とラベル

を意図時停止した。５０００人を超えた１月８日から２回目の「緊急事態宣言」

を関東１都３県に発令し、さらに１月１３日に「宣言」の拡大を発令した。ガー

スーは誰に忖度してるんやろうか？  

 アクセルとブレーキを同時に踏んでたら、機械でもすぐに壊れるよ。一定期間

経済活動を止めてでも、パンデミックを終息へ向かわさないと二進も三進もいか

なくなるのが理解できないのかな？２年も３年もこの状態が続けばどうなって

いくのか想像できないのか。このままじゃ中小企業や個人経営のお店は全部タわ

れてしまうよ。奴らはそれを目指しているのかな？大企業一色の国にしたいのか

な？これを機会に国民の文化を根こそぎ壊してしまうつもりかな？  

 こんな状況でもオリンピック・パラリンピックも強行しようとしている。アホ

ちゃうか。更にいまだに「辺野古」も粛々と工事を続けている。ボケか！  

 いつまでこんな奴らに政治を任しておいてもええんか？ま、野党もまともな政

策をようひねり出さんし、総論でよう一致せんし、訳の分からん「連合」がしゃ

しゃり出て引っ掻き回して・・・。  

 もっと議員の質を高める方法を決められる人が立候補できるような方策を考

えていかなあかん。  

  

 ということで各個人が感染防止の対策を徹底しましょう❢  

 

                    （千） 

原稿を下さい。 
 

次 の 『 ば と こい あ 神 戸』 の 開催 の 前 月 末 まで に 事 務局 へ 届

け て く だ さ い。 僕 の 主張 だ けし か 無 く な って し ま いま す の

で ・ ・ ・ 。  

ほ ん ま に 言 いた い こ と無 い ・・ ・ ？  

よろしくね ! 
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