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    バベルの塔             

 杉山英俊 

 57 年ぶりに日本で開催された東京オリンピック、賛否両論ありましたが無事閉幕を迎え、日本人選手は合計 58 個

ものメダルを獲得する大活躍。その中でも昨今注目すべきは他人種の日本国籍選手の活躍です。日本も少しは国際

的になったなと思う反面、国籍は日本でも、外国に住んで日本語が話せない他人種の選手を日本人と言う事には多

少違和感があります。逆に、外国籍で見るからに外国人の方でも、日本に住んで流暢な日本語を話す方は、日本人

としての親近感を覚えます。他の国を占領したときには、その国の国民を支配するのに占領国の言語を使わせる政

策が有効とのこと。やはり、言葉はアイデンティティーの重要な部分を占めているように思います。 

 旧約聖書の世界ではその昔、人々は世界中で同じ言葉を使っており、協力しあって栄華を極めた結果、とうとう天に

まで届く塔を建設しました。ところがその奢りが神の逆鱗にふれ、いかずちで塔を破壊された後、言語をばらばらに乱

されたため、様々な国に別れた人々は協力をやめ互いに争い始めたとの事。今日でも世界中で国同士の争いが絶え

ませんが、オリンピックでは、国籍や言語の壁を越えた感動の場面もあちこちで見られました。上の人たちの思惑は

別として、少なくとも個人レベルでは、神の怒りから逃れてお互いを尊重しあうこともできるようです。 

 さて、こちらは日本の偉い方々。巨大な塔を作り、繁栄を謳歌されています

が、どうも言葉が我々とは少し違うようで、国会答弁や記者会見などを見てい

ると、同じ言語を使う日本人とは思えないような発言が多々見受けられます。

オリンピック選手が死に物狂いで勝ち取ったメダルを冗談でかじる市長など

も、上に行くほど知性や品性や優しさを忘れてしまうのでしょうか。塔のあまり

の高さに下界の様子が見えなくなっているのか、あるいはすでに言葉が乱さ

れているのか。「あんまり調子に乗ってると、神（国民）の怒りをかって、いか

ずちを受けても知らないよ」と思う今日この頃です。 
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   彩都東部地区Ａ区域の開発始まる     杉 田 宗 三 

彩都東部地区は山麓線エリアと中央東地区が先行開発され既に資生堂新工場やいくつもの物流

施設が事業を始めている。残されたエリアは未だ広いが「Ａ区域」は府道忍頂寺福井線とサニー

タウンとの間のエリアの内の山麓線エリアと山手台 3 丁目に隣接した南半分である。 

＜工事スケジュール＞ 

工事は阪急阪神不動産(株)が担当し、7 月初旬に山手台連合自治会長に A 地域の工事着手の

説明があった。 

実際に着工する

のは 9 月入って

からで、工事の初

期段階は、樹木伐

採や防災のため

の調整池設置工

事が主体であり、

山手台住宅地側の造成

工事は、来年春頃に工

事説明をする予定との

こと。 

＜土地利用＞ 

物流施設やデータセン

ター等の社会インフラ

や、製造施設の立地を

可能とする大街区の産

業用地(1,000 ㎡以上)

を創出すると記されて

いる。 
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     SNSが地域経済動かす    杉 田 宗 三 

          ～なぜか関西は低調～ 

日本経済新聞電子版（2021 年 6 月 11 日）によると、「自治体の SNS（交流サイ

ト）発信力が経済を動かす時代になってきた。ふるさと納税の寄付先を選択する「決め手」とな

るほか、観光訪問や将来的な移住にも結びつく。国境に縛られない特性を生かし、海外からフォ

ロワー（閲覧登録者）を獲得することも容易だ。すでに住民数を上回るフォロワーを獲得した自

治体もあり、効果的な活用が新型コロナウイルス収束後の活性化を大きく左右する。 

全国 1741 市区町村の公式アカウントを 5 月末時点で集計した。ツイッター、フェイスブッ

ク、インスタグラムの各アカウント

を都道府県別にまとめたところ、最

多は東京都で 90 万。行政情報入手

のため住民がフォローするケースも

多く、人口が集中する東京、神奈川、

千葉、埼玉の 1 都 3 県が上位（神奈

川 3 位 55 万、千葉 4 位 53 万、埼

玉 5 位 45 万）に並んだ。 

一方、人口比でみると長野県が 16.1%でトップに浮上する。東京（6.5%）や神奈川（6.0%）

などが全国平均（6.6%）を下回ったのに対し、8 道県が住民の 1 割を超えるフォロワーを獲得

した。」 

そこでここに掲載されたデーターを関西と関東の都府県別に絞って見ると下図のようになった。 

地方に比べると都

市部は低調だが、何

故か関西は関東と

比べてもかなり低

調だ。 

 大阪はビリから

３番目。この状況を

どのように考えた

ら良いのだろうか。 
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続 「ケ・セラ・セラ！」 

牧 彰 
知的好奇心頗る旺盛な「街 ing いばらき」会員諸兄・諸姉の皆さん！2021 年 7 月号掲載の拙稿

「ケ・セラ・セラ！」で、 迂闊
う か つ

にも“一休さんの遺言”に纏わる 偽
フェイク

情報
ニュース

を流してしまいました。此
処に深く“陳謝の意”を表させて戴きます。早く気付いて、本当によかった！よかった！ 

 

中高年の偶像
アイドル

でもある一休禅師がいよいよ入 寂
にゅうじゃく

の時、「この先、どうしても困ったことが起きたら、これを開

けなさい。」と、弟子たちに封印した一通の手紙を遺します。 

果たして数年後、どうしても師の知恵をお借りしたい重大な局面が訪れます。固唾
か た ず

を吞んで開封した彼らの目

に映ったのは、意外にも次のような文言でした。 

「大丈夫だ。心配するな。なんとかなる！」 

「街 ng いばらき」NEWS 2021 年 7 月 

巷間に普
あまね

く流布しているこの “一休の遺言”は、決して史実ではなく、どうやら機智
ウイット

に富んだ一

現代知識人による創 作
フィクション

だったらしいのです。伝説は、斯くして創られるのでしょうか？ 

「あの一休さんなら、如何にもいいそうだから。」との開き直った弁明には、暫し絶句！ 
 

世を挙げて“コロナ緊急事態宣言”下の最中
さ な か

、自宅待機で徒然
つれづれ

なるままに埃
ほこり

を被っていた書架の

本に目を通していて、偶々
たまたま

“一休説話の真実”に遭遇したのでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『モノ語り日本史続・歴史のかたち（読売新聞大阪本社）』は、永い間本棚に陳列したままでした。
余生の暇に任せて、コロナ騒動鎮静後の街歩き・建築探 索

ウオッチング

等などのネタ探しをしていた時のこと
でした。 

 
「反骨と奔放の新生・・・一休の遺言をみる（百年後開けてみれば・・・）」の一部を綴ります。
以下の文章（特にアンダーライン部分）に、“自己見識の浅はかさ”を知らされたのでした。 
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ケ・セラ・セラ―不安な心に光－ 

『一休ばなし』『一休諸国物語』・・・・・・。江戸初期、著者は不明の説話集が相次いで纏められた。現代に

伝わる一休話はこの頃に作られたという。 

作品中の一休はいつも庶民の視線だ。権威や迷信を嗤
わら

い、風刺、頓智で難局を切り抜ける。虚実入り混じって、

一休像は膨らんでいく。研究者の元熊本大学教授、中本環さん（67）は「絶対的なお上の存在が揺らぎ、生活者

の立場を代弁する一休が庶民のヒーローとなって、行き詰まりを突破するような知恵が一休の逸話に擬せられて

吸い寄せられていった」と話す。 

講談、歌舞伎から、児童文学、ＴＶアニメへと、一休は時代のメディアに乗っていった。そして今、とりわけ

インターネット上で広まっているという遺言のエピソードは、こうだ。 

死の間際に「いよいよということが起こったら、これを開きなさい」と一休が遺した封書。百年ほどして寺

に大変な難題が持ち上がり、弟子たちはついに開けた。そこに書かれていたのは・・・・・・。 

（しんぱいするな なんとかなる） 

それだけ。弟子たちは顔を見合わせ、吹き出して、笑いおさまったとき、問題に立ち向かう力が蘇っていた

という。                     （中略） 

ところで、この話の原典を当たろうと探したが、見つからない。酬恩庵（一休寺）の田辺住職も、何人もの

研究者たちも話は知っていたが、もとは「知らない」という。 

困って、話を載せている書物の著者に尋ねて回った。一人から、思わぬ答えが返ってきた。 

「私の創作なんです。随分前、講演で話に詰まってね。確か他のお坊さんかにこんな話あったと思うんだけ

ど、一休さんならいいそうだから」 

一休説話は生まれ続ける。時代が欲するかのように。 

『モノ語り日本史 続・歴史のかたち』 

 

日本の庶民文化興隆期の禅僧・一休宗純（1395～1481）は、虚飾と偽善に塗
まみ

れた動乱の室町期

に、天衣無縫な内にも創意を凝らして生涯反骨に徹し、壮年以後は公然と酒と女に耽溺し、戒律

厳しい当時の禅宗界では破天荒な存在でした。 

女性遍歴を重ねた末に、古希を迎えた晩年には“森侍者
しんじしゃ

”なる盲目の美女を常に侍
はべ

らし、彼の著

『狂雲集』には、彼女との交情が露
あら

わに記されている。 

一休は自由奔放にして奇行に富み、“風狂”と評されたがその無垢な人柄と独特の禅風に傾倒し

て連歌師・水墨画家・猿楽師・茶人らが挙って参禅し、古典芸能の 魁
さきがけ

とも日本文化の 礎
いしずえ

とも

いえる“東山文化”に多大な影響を及ぼした。 
また、洒落で陽気で極めて庶民的な彼の“人間禅”は、近世には虚実入り混じり、一休は頓智

と ん ち

に
富み常に民衆に味方する国民的偶像

アイドル

にまで昇華させたのでした。 
 

『一休ばなし（1668 年）』には、47 話が収録されている。「このはしわたるべからず」と書か

れた橋の真ん中を渡る有名な“頓智話”も、大人の一休説話としてここで登場する。 
江戸期に数々出された説話の集大成が 100 話以上を載せた『一休諸国物語図会（1836 年）』

で、明治期の復刻版は大流行
ベストセラー

とのこと。これが少年向け講談本・絵本になり、TV アニメ「一休
さん」の源流となる。 

 

前代未聞の「新型コロナ騒動」や極端な商業主義
コマーシャリズム

に踊らされ続ける「東京オリンピック」開催な

ど、一休さんが混迷する日本社会の現実を目の当たりにしたとしたら、「大丈夫。心配するな。な

んとかなる！」と果たして言うだろうか！？ 
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街 ing 最近の活動と予定 

      

和暦 西暦 実施日 行先 コメント 

平成 28 2016 4月 10日(日) 山野辺の道 お花見 

      6月 4日(土) 大阪医科大学 武家屋敷 

      11月 27日(日) けいはんな記念公園 雨の一日 国会図書館 

  29 2017 1月 14日(日) 川端康成文学館 福嶋屋の厨房料理 

      4月 2日(日) 雲雀丘花屋敷 お花見 明月記 

      10月 31日(火) 伏見屋試食会 試食で満腹 

      12月 10日(日) 茨木市北部 いばきた 新名神高速道路の開通日 

  30 2018 1月 13日(土) 茨木城跡の見学 福嶋屋の厨房料理 

      2月 24日(土) 関西ゲートウェイ見学 黒猫ヤマトの新ターミナル 

      4月 5日(木) 塩屋・須磨浦 お花見 ｼﾞｪｰﾑｽ邸 

      6/18(月) 大阪北部地震 

      11月 29日(木) 富田林寺内町 重要伝統的建造物群保存地区 

令和 元 2019 1月 7日(木) 総持寺周辺 新年会 利宝 

      4月 4日(木) 亀山(亀岡)城下町 亀山城 がんこ楽々荘 

      5月 9日(木) 市会議員との懇談会 新市民会館 

      5月 26日(木) 灘五郷 白鶴酒造 

      10月 24日(木) 京都御苑周辺 牧さん設計の京都府庁建物 

      11月 27日(木) 堺散策 千利休と与謝野晶子 

  2 2020 1月 22日(水) 東洋陶磁美術館 吉田さんの解説 

      2月 26日(水) 北浜からガスビル 大阪取引所の見学 

      11月 5日(木) 市会議員との懇談会 阪急駅前の再開発 

      11月 25日(水) 近江坂本 明智光秀ゆかりの地 

      12月 2日(木) ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾘｿﾞｰﾄ 忘年会 カニ料理 

  3 2021 4月 1日(火) 武田尾 前年の再企画 廃線跡 

      9 月 28 日(火)予定 吹田市中西家 前年の再企画 コロナ次第 

      11 月 24 日(水)予定 紅葉狩り 行先未定 楽しみですね 

      12 月 9 日(木)予定 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾘｿﾞｰﾄ 忘年会 ふぐ料理 
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吹田市にアリーナ誕生 

 

アリーナ arena は英語で競技場、試合場の意味です。カタカナのアリーナになると座席が数千～数

万席ありバスケットボールやバレーボールなどができる屋内施設という意味になります。自治体などが

所有し運営までを手掛けていた体育館と呼ばれる公設施設とは異なり、スポーツや音楽を「観戦・鑑賞」

することに重点を置いています。関西にある 1 万～2 万に規模の会場は大阪城ホールなど少数で、東

京を中心とする首都圏に比べて圧倒的に少ないのが実情です。 

こうした中で、吹田市がアリーナの建設を発表しました。シティライフ 2021 年 7 月号の記事を掲載し

ます。新たな街づくりとして期待しましょう。 
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次回『街 ingいばらき』例会のご案内 

日 時： 2021年 9月 2日(木) 15:00～15:30    

場 所： 川本本店 茶論「縁」 （サロン「えん」） 

住所：茨木市上泉町６－２９   TEL：072-624-5552   

      内 容： １  9月 28日(火)の中西家見学   

            2  11月 24日(水)の紅葉狩り  

            3  12月 9日(木)のﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾘｿﾞｰﾄ忘年会  

  4  市会議員との懇談会の日程 

 

 

    

茨木のまちづくりを考える市民グループです。といってもあまり硬いこと        

ではなく、月一回の例会や年 3回程度の街歩きを行なっています。 

参加資格は問いません。入会に関心のある方は、お問い合わせください。 

 とりあえずのご見学や、イベントの単発参加も歓迎します。 

  入会金 1,000円 会費 年間 2,000円(一か月 170円) 

 

≪ 編集後記 ≫ 

● 緊急事態宣言とまん延防止等重点措置が交互に発表になっています。9月以降はどうなるのか、感染者

の状況次第になるのでしょう。ワクチン 2回の接種を完了されていても完璧ではありません。引き続きマ

スクの着用、ソーシャルディスタンスの確保をしながらの日常が続くことになりそうです。 

● 9月の例会も 15時開始です。ご都合の悪い方がおられるとは思いますが、当面この時間帯を継続してい

くことになります。会合時間も 90分以内を目指しています。ご理解、ご協力をお願いします。 

 

≪ 編集・発行 ≫ 

阪田 浩 〒567-0881 茨木市上中条一丁目 10-22           

Tel/Fax 072-627-3480 e-mai l ： ibarak isakata＠crux .ocn .ne . jp  

街 ingホームページ : http//wwa.machiing-ibaraki.com/ 

ホームページは杉田さんが作成されています。ときどきはのぞいてみてください。 

2021年 8月現在での訪問者は 9,400 <前月比 18の増加> となっています。 


