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　Kamakura−nenchuu −gyouji　is　a　description　of　the　clothing 　in　various 　classes 　of　samurai 　in　East　Japan，
The　clothes 　and 　accessories 　were 　different　for　each 　class ，　They 　were 　required 　by　Karnakura−kubou　to
drcss　in　different　colors ，　shapes ，　and 　materials ．　This　applied 　to　every 　event 　and 　ceremony ．　There　were
also 　differences　in　vehicles ．　Mon ，　weavedinto 　clothes ，　was 　also 　very 　important，　because　Mon 　was 　an　ex−

pression 　of　the　Japanese　seng．　e　of　beauty．　The　giving 　a　way 　of　clothes 　after 　wearing 　them 　was 　also　very

important　in　the　Muromachi 　period．　The　rules 　of　clothing 　applied 　not 　on ユy 　to　daily　clothing 　but　also　to

armaments ．　Clothing　always 　symbolized 　the　classes 　and 　fQrmality，　In　East　Japan　in　the　Muromachi　pe−
riod ，　the 　clothing ρf　samurai 　were 　determined　not 　by　the　scale 　of　one もpower 　but　by　the　status 　of　the

Kamakura −Fu．
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鎌倉府，CeremOnial 　etiqUette 　儀 ネし，

　 1．は じめ に

　室町幕府は
， 京都 に そ の 本拠地 を定め る と，旧鎌倉

幕府 の 故地 には足利尊氏 の 庶子足利基氏を派遣 し，鎌

倉府 を創設 して 東国 の 押さ えと し た．以後，足利基氏

の 子孫 は
， 鎌倉公方と し て東国 に鎌倉府体制 と よ ば れ

る 社会構造 を築 い た．そ の後，鎌倉公方は，足利将軍

と の 二 度 に わた る大規模な 軍事衝突 に よ っ て 影響力を

漸次縮小 させ なが らも，戦国期に い たる まで東国 の権

威 た り続けたの で あっ た，そ の 鎌倉公 方を中心 とした

鎌倉府 の 主要な年中行事 ・儀礼 ・典礼等に おける着装

規範に つ い て 明 ら か に す る の が本稿 の 目的で あ る ．

　鎌倉府の着装規範 に つ い て考えるとき，史料的価値

を有 し，後述 の よ うに史料論的に も信頼に値する文献

史料が 『鎌倉年中行事』で あ る ．同書は ，  鎌倉公

方 を 中心 と した鎌倉府 の 年中行事，  鎌倉公方の 通

過儀礼 と諸 典礼，  鎌倉府体制内に お け る礼儀 と 書

札礼 ，  補則 の雑規定，の 四部門 に よ っ て 構成され

た武家故実書で ある．著者は 足利持氏
・
成氏両公方 に

仕えた海老名氏で ，成氏が鎌倉か ら古河 に移座 した後，

父持氏 の時代に行われ て い た年中行事 ・儀礼 ・典礼等

を本来の あるべ き姿と みな し， それ らの 様相 を書き留

めた もの で ある．鎌倉幕府以来 の 東 国独 自の 風俗習慣

を反映し た もの で ある こ とがそ の 特徴 で あ る ．同書は ，

原本が伝わ らず 「殿中以下年中行事』『成氏年中行事』

な ど表題 の 異なる写本 も伝来す る．しか し 「鎌倉年中

行事』 の 表題 をもち  部 分 をふ く ま な い 三 部 門構成

の 系統本が もっ とも良質な写本で ある．そ こ で 本稿 で

は ，三部門構成 の国立公文書館内閣文庫所蔵本か ら服
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飾 の 記述を抽出の うえ検討 し，適宜 ， 『群書類従』所

収本に み ら れ る  部分の服飾に 関する関連記述 に よ っ

て その 補足 を お こ な う．

　 これ までに 『鎌倉年中行事』の分析か ら提起され た

論点は，同書 の 作成 年代
D2 ｝，諸本の系統 と記述 の 異

同関係
2川

，各儀礼 の 由来と構成
1）4 ）“7 〕

で あ る．し か

し同書に み え る服飾の記述 に つ い て は，鎌倉公方の 装

束に つ い て 断片的に 言及した論著はある もの の
7 ）s ）

，

鎌倉公方以外 の 東国武家諸階層 に まで お よ ぶ 武装をふ

くめた服飾全般 を包括 した専論は みあた らな い ．そ こ

で 本稿 で は ，『鎌倉年中行事』に散見され る服飾の 記

述を整理 の うえ要約 し，武装 をふ くめ た東国武家諸階

層の 服飾を鎌倉公方の それ とあわせ て考察す る こ とに

よ っ て
， 鎌倉府の着装規範 とい う視点か ら，身分格式

の 表象と して の 服飾の機能や役割を明 らか に する．

　研究手法 として は，鎌倉府に おける正月行事，寺社

参詣，節 日，通過儀礼，出陣行列など個 々 の 具体的 な

場に おける鎌倉公方 とそれに従属 した東国武家諸階層

の 服飾を総合的か つ 実証的 に 検討し，そ の 着装規範の

明確化を試み る．なぜ なら ， 従来 の 中世 日本の服飾に

関す る研究は，多くは辞書的な事項別 の分析とい う研

究手法を用 い る が，そ うした 研究手法で は論 じる こ と

の難 しい 問題，すな わ ち同
一

人物 に よ る装束の 使 い 分

けの意味や ，同
一

空間に存在する人間相互 の 微細な階

層 関係 の 認識 ，とい う視点に お い て，身分格式の 表象

としての 服飾の役割や機能を明確に復元 で きる と考え

る か らで ある ．

　2．正 月行事 の 服飾

　鎌倉府 の 年中行事は，朝廷や 室町幕府などと同様，

年頭の 正月中に おけ る一一カ 月間 の 諸行事が そ の 中心 を

占め て い た．そ こ で 本章で は
， 鎌倉府の 主要な正 月行

事に おける鎌倉公方 と東国武家諸階層の着装規範を明

らか にする．

　（1） 五 箇 日

　五 箇 日　（正月元 ・2 ・3 ・7 ・15 日）に は ，い ず
　 　 　 　 　 　 　 　 お うば ん

れ も朝 ノ御祝，御皖飯，内坑飯の 三儀礼がお こ な わ れ

た．五箇日の 鎌倉公方の装束は，次の ようなもの で あ っ

た．

　まず朝 ノ 御祝 と呼ばれ た 早朝の内 々 の御祝に おけ る
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ［nt ］

鎌倉公方 の 装束 は ，「御単物二 重 浅黄，御紋松又
一

具

御紋桐」 で あ っ た，こ こ で の 御単物 とは，布製の 大紋

直垂 を示す呼称 として 用 い られ，絹製の 直垂 とは表記

が 区別 され て い る．五箇 日に用 い る御単物の 紋に は

「松1 と 「桐」 の 二 種があっ た が ，「松1 は元 日の み に

用 い られ ，ほ か の 日 に は足利氏 の 家紋 で あ る 「桐」 の

紋を用 い た．また こ の とき間着の 「御小袖」 は ，鎌倉

公方の 御 随意に任 さ れ て い た．しか しこ れは あ くまで

も内 々 の 御祝 に おけ る鎌倉公方の 装い で あ っ た．

　鎌倉公 方は，朝 ノ 御祝 を終え る と東国守護との御坑

飯の儀礼 に臨ん だ
判 ．御坑飯 に お け る鎌倉公方 の 装 束

は 「御直垂j で あっ た．こ の 御直垂 は 「二 重」 とある

こ とか ら
， 裏打 ち の あ る 袷 と考え られ る ．つ まり鎌倉

公方 は
， 東国守護との歳首御対面 に は御直垂 に着替 え

て こ れ に臨ん だの で ある．

　鎌倉公方は ，御坑飯 を終 える と，ふ た た び内坑飯 と

呼ばれ る内々 の 坑飯 に 臨んだ ．しか しそ の ときの 装い

　 　 　 　 　 ［fi）

は 「御装東面之御 祝同前」，つ まり 「御直垂」の まま

で あ っ た．内々 の御祝 で あ る た め ，あ ら た め て着替え

た り，衣紋を整えた りする必要がなか っ た の で あ ろ う．

　こ の 五 箇日に お ける鎌倉公方の 装束 の 色 目は ，御直

垂 ・御単物 い ずれ の 場合も元 日が 「浅黄」色で ，2 日

が 「褐」色，3 ・7 ・15 日は 「浅黄」 「褐」の い ずれ

か と定 め られ て い た ．た だ し御直垂を着用する場合 の

「御小袖」は 「白」 と し，こ れ に 「練」の 「大口」を

穿 くべ き と定 め られ ，御単物の 場合とは区別された．

つ ま り御 直垂の 場合は，略装 の 御単物の 場合 とは異 な

り，小 袖 ・大口 の 色 ・織 にい た る まで厳密にその 着装

規範が定め られ て い た の で あ る ．こ れ は ，鎌倉府に お

け る式正装束 と して の 直垂 の 重要性を明らか にする も

の で ある．

　 また，こ の 五箇日の 三儀礼 に出仕する こ とが で きる

坑飯奉行や御一家以 下 奉公之老 若，お よ び 御手水ノ役

らの 装束 は，み な 「直垂」 と定め られて い た．

　五 箇 日に 鎌倉府へ 出仕で きる者は，上記 の 東国守護

と諸役人お よ び 近親者ら の み で あ り，東国武家 の なか

で もご く限 られ た一部の者の み で あっ た．それゆえ直

垂 を着用 で きる こ と は，鎌倉府に お ける身分格式 の 表

象と し て 重要な役割 を 果 た し て い た とい え る．

　（2） 関東管領亭御成

　正 月 5 日 に は ，鎌倉公方 に よ る 関東管領亭 へ の 御行
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ぐ　 ぶ

始が お こ なわれた，同日 の 鎌倉公方 と それ に供奉す る

者た ちの服飾は次の ような もの で あ っ た ．

il
五 箇 日 に お け る 鎌倉府 の 境 飯役 は，元 日が 関 東管領

　 （兼伊豆 ・上 野 ・武 蔵守護）．2 日が相模 ・安房守護 の

　 隔年，3 日 が 常 陸 ・下 野 守 護 の 隔 年，7 日が 鎌倉府政

　所執事，15 日が 上 総
・下 総 守護 の隔 年，で 勤 め る こ

　 とに な っ て い た．
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　 まず，鎌倉公方の装束は 「桐」紋の 「御直垂」であっ

た．ただ し，こ の 日 の 鎌倉公 方 は 五箇 日の よ うに 中途

で装束を着替える こ とは せ ず ， 出御か ら還御 まで終 日

「御直垂」 を着用 した ままであ っ た．そ して 移動 には

「棟立」 の 「御輿」 を利用 した． こ こ に鎌倉公方は，

日常の鎌倉市中の 移動に は 「御輿」を利用 して い た こ

とが明らか とな る，装束 と同様，乗物 も身分表象の ひ

とつ であ っ た とい える ．

　 また こ の御行始には ，普段か ら鎌倉府へ 「直垂」 を
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ふ れ

着用 し て 出仕で きる身分 の 者は ，た と え参集 の 触 がな

くと も自主的 に鎌倉公方に供奉すべ き と定められ て い

た．こ こ に鎌倉府で は 「直垂」の着用を許される こ と

自体が，身分格式の 表象 と して機能 して い た こ とが改

め て 明確となる ，

　（3） 歳首御対面

　鎌倉公方へ の 年頭出仕始 で あ る 歳首御対面は，正月

中に各人 ご と式 日を決め て断続的 に お こ なわれた．そ

こ で は，出仕装束 と対面 日程 の 関係が 重要で あ っ た ，

　 まず，歳首御対面に の ぞむ鎌倉公方の装束は 「御直

垂」で あっ た．こ れ は武家
“ 2

の み な らず，神主
’ 3 ・

僧

侶
’4

ら との 御対面 の 場合 も 同様 で あ っ た ．

　
一

方，出仕する 武家 の うち ， まず鎌倉府政所執事ら

鎌倉府中枢の 要職 に あ っ た 者 は，い ず れ も 「直垂」 を

着用 し て 歳首御対面 に 臨 ん だ。また その 日の 行事に携

わ る御所奉行や御荷用 ノ 人 らもみな 「直垂」を着用 し
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ［reitVJ）

て い た ．さ らに 9 日ご ろ の 初子 の 日，見好法 師が根松

を 持参 して 鎌倉公方 に祝言 を述 べ に訪れた とき，そ れ

に応対 した者もやは り 「直垂」を着用 して い たとい う，

以上 の こ とか ら，鎌倉公方の もとで鎌倉府中枢に あ っ

た者たち は，皆そ の 身分格式をあ ら わ す装 い として

「直垂」を着用 して 出仕 して い た こ とが確定する．

　 しか し，鎌倉府中枢に位置 しな い 者た ちの 歳首御対

面は，装束 ・
日程 ともに こ れ とは 異 な っ て い た

” J

．と

−2
鎌倉府中枢 の 歳首御対面 の 式 日は，4 日が鎌倉府政所

　執事 ・
法体 の 宿老．8 日が 関東管領 ，10 日が 鎌倉府

　 小 侍 所 ・評定奉行 ・侍所 らで あ っ た．
’ 38

日が 若宮社務 （鶴岡八 幡宮神主〉 との 歳首御対面

　 の 式 日で あ っ た．
寧412 ・13 両 日が 鎌倉府護持僧 〔勝長寿院 ・心 性院，月

　輪院 ・遍 照 院 ・一心 院〕，16 日 が建長寺以 下五 山 ・十
　 刹

・
諸山長老，お よ び 鎌倉市中の 律宗住持 や 比丘尼

　 長老 らとの 歳首御対面の 式 日で あ っ た．
ホil4

日以降 2 月 3 日ま で の あ い だ に 「外 様」 とよ ば れ

　 る伝統的雄族 〔小 山，結城，小 田，宇都宮，佐竹，
　那須 ら〕，お よ び 関東諸国 の 「国人」「

一
揆中」 と よ

　 ば れ る 階層の 武家 との 歳首御対面が お こ な わ れ た ．

くに外様 とよ ば れ る東国 の伝統的雄族や，国人 ・一揆

中 と よ ば れ る 階層 の 武家 が 着用す る 装 束 は ，15 日以

前 に出仕する場合 は 「直垂」で あ っ たが，15 日以後

の 場合 は多分 に 「単物」 とされた．こ の うち 「単物」

で 出仕 した者は ，鎌倉公方以下 の諸役人 らがみ な 「直

垂」で 出仕 ・応対する なか，自分だけが 「単物」だ っ

た の で ある ．視覚的に も自己 の 立場 を思 い 知ら され た

こ とで あろ う．こ の 場合 の 「単物」 を単なる略装 と解

釈 して は，そうした身分格式 の 問題 を正確 に理解す る

こ とは で きない の で あ る．

　鎌倉府へ の出仕装束は，各出仕者と鎌倉公方の政治

的距離や ，鎌倉府内に お ける各人の 身分格式を明確化

する 機能 を果 た して い た と い えよう．

　  　評 定 始

　正月 11 日 に は，鎌倉府 の 評定始がお こ なわれた．

評定始に おける鎌倉公方 とそれ に列席する こ とが許さ

れた者たち の服飾は次の よ うな もの で あっ た，

　まず鎌倉公 方 の 装 束は
， 「香」色 の 「御直垂」 に

「精好」織 の 「大口」，間着は 「白綾」の 小袖とい う構

成で あ っ た ．そ して こ の 「白綾」 の 小袖 は，鎌倉公方

以 外の 平人 は着用 して は な ら ない と定め て い る ．つ ま

り評定始 とい う鎌倉府の統治権 に 関わる公的な儀礼の

場 に お け る鎌倉公 方 の 装束 は ，そ れまで の 主従制 を確

認する ため の 諸行事 と は装い の うえで も明確に
一

線を

画し，さら に鎌倉府中枢に位置する者たちと も間着の

素材 に い た る まで厳密 に 区別 され たの で あ っ た．

　そ の 評定始に列席で きたの は，関東管領，鎌倉府政

所執事，鎌倉府問注所執事，評定奉行，お よ び評定衆

に列せ られ た者たち で ある．彼 らの 装束は，俗体 の 者

は 通常ど お りの 「直垂」で あ っ た が，出家 して い る法
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （4］
体 の 者は，普段は 「白革」の 「丹皮

足袋

」を履 き，「白」

の 「小袖」，「練」 の 「大 口 」 で 出仕が許 され て い る 者

で も，こ の評定始の みは 「褐」色 で 「無紋」の 「直垂」
　 　 　 　 　 よ

を，「紙 」縒 りの 「紐」で むす ぶ とい う装 い が求 め ら

れ た．こ の 日 の 着 装 規定 の 厳密 さ は，評定始 とい う儀

礼その もの と，こ れ に列席で きる 身分格式の 重要性を

明示 して い る．

　そ の こ とを示すか の よ うに評定始に列席で きる者は，

そ の家臣の うち騎馬で の御供が 許さ れ た ユ〜2 名が ，

陪臣なが ら 「直垂」で の 出仕が認め られ た，また 評定

始に 列席 で きる 者 自身も，馬 の ほ か 「網代輿」 で の 出

仕が許 され た ．こ の 「網代輿」 で 鎌倉市中を移動 する

こ とが許 され た 武家 は，彼 らの よ うな ご く限 られた者

た ち の みで あ っ た．鎌倉府に お い て 評定衆 とい う身分
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格式 を獲得する こ との 社会的意味が，こ の
一連 の 着装

規範 によっ て明 らかになる，

　以 上 の ように，鎌倉府 に お ける服飾 は，平 時 に おけ

る 武 家 の 身分格式 を視覚 に 訴 える手段 で あ る と と も に，

鎌倉公方 と東国武家の 政治的距離を明確にする機能を

もっ て い たとい え る．また，鎌倉公方自身も，各儀礼

の 性格 に 応 じて 装束 の 色 や 素材 を使 い 分け て い た の で

ある．そ して 東国 の
一

般 武家 も，「直垂」 で 出仕す る

者と 「単物」 で 出仕する者 と に 峻別 され て お り，服飾

は鎌倉府と い う空 間に お い て 同時に存在する人 間相互

の 身分格式を瞬時に判断するため の役割を担 っ て い た

とい え る，服飾 が ，鎌倉府の 社 会構造 の な か で身分格

式の 表象と して重要 な意味 を持 っ て い た こ と は 明 らか

で ある ，

　 3．寺社参詣の服飾

　鎌倉府の年中行事で は，盛儀で ある鶴岡八幡宮へ の

年頭御社参の ほ か，折々 の寺社参詣が 恒例 とされ て い

た．本章で は，それ ら寺社参詣に おける鎌倉公方とそ

れ に供奉する者た ちの服飾を明らか にする．

　鶴岡八 幡宮へ の年頭御社参は ，正 月 23 日前後に お

こ なわれ た，鶴岡八 幡宮は，諸寺社に先駆けて鎌倉公

方の 年頭御社参をうける資格 を有 し，室町期に も格別

の 待遇をえて い た ．そ の ときの 鎌倉公方とそれ に供奉

する者た ちの 服飾は次の よ うなもの で あっ た．
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 こ ど　　　エ

　 まず鎌倉公方の 装 束は，「香」色 の 「御 ヒ タ タ レ 」，

「精好」 の 「御大 凵」，「自綾」 の 「御小袖」 で あ っ た ．

こ の 装 い は ，さきの 11 日の 評定始 とおな じ装 い であ

り，鶴 岡八幡宮へ の 年頭御社参 が，評定始 と同様 ，鎌

倉府の統治権に関わ る きわめ て 重要な儀礼で あ っ た こ

とを示 して い る．

　鎌倉公方の御社参に供奉する者は，そ の 身分格式に

よ っ て装い が 厳密 に定め ら れ て い た．まず，御幣役を

勤め る者は，「白」色 の 「直垂」 と 「小袖」を着用 し，

「練」 の 「大口」 を穿 い て い た ．た だ し，同役 を．E杉

氏
一族が 勤め る ときは，特別 に白色で は なく 「染直垂」

で も良い と され た ．こ の 「染直垂」 は，御剣役 を勤 め

る 者 も着用 した ．また鎌倉公方 の 「御輿」の 前駆 と し
　 　 　 　 　 　 　 　 　 こ 　 ど h 　b

て 身辺警護 に あ たる小舎人は，「無紋、褐地之直垂」

を着用 したうえで 「藤鞭」 をもっ て 供奉 した ．

　 こ うした鶴岡八 幡宮へ の 御社参に つ い て は，『群書

類従』本に以 下 の ような追加記述 もみ られ る．
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 こ　 ＋ 　 　

　まず辻 固 め の 任 に あ っ た 小侍所は ，「ナ シ ウ チ 烏帽

子」 に 「鎧直垂」 を着用の うえ，「矢」 を背負 っ て

「弓」を持つ とい う装い で ，社頭の 赤橋 にある 置石 の

きわで 「唐櫃」に腰掛ける と規定され て い る．

　 と こ ろが，鎌倉公方 の 御輿 の 直近 で警護する従者 の
　 なか い　と の ば ら　　　　　　　　　　　　 　あ み 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チ

御 中居殿原 の 装 い は，「ス ワ ウ」 を着用 して 「バ カ マ 」
　 　 　 　 　 　 エギ 　　 　 　 　 　　 　 　 　　 　 　　 レ　 　 ももだ ち

を穿 き，「足ナ カ」 を履い て 「カ ヘ シ股立」は とらず

に供奉する とある，こ の 装い は，鎌倉公方に近侍 して

い る と は い え，小侍所 を勤 め る者 よ りも 明 らか に下位

に位置 して い る こ と を示す．

　 また，お なじく御輿 の 近 くに 供奉する 笠着 ノ 御供な

る騎馬身分の 従者は ，や は り素襖 ・袴 ・足半と い う装
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 lぬ

い であ っ たが，返し股立 をと っ た うえで 「引シ キ」を

腰 に ま き，「小太刀］ を持 つ こ と が 許 さ れ て い た． こ

れ は お な じ鎌倉公方近侍 の 従者で も，騎馬従者と徒歩

従者で は そ の 装備品 に細か な身分差が 設け られ て い た

こ と をあ らわ して い る．

　 これ に対 して．鎌倉公方に供奉す る多 くの
一

般武 家
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 P が け

の 装 い は，「鳥帽子」に 「直垂」を着用 し，「鞣」 を両
　 　 　 　 　 ひ き め

手に付け，「引目」の 矢を 「弓」 に取 り添え て持つ と

い うもの で あ っ た．

　 こ の ように，鎌倉公方近侍の従者 と
一
般の武家，そ

し て諸役を勤め る者とで は厳然 とそ の 装 い が 区別 さ れ，

鎌倉府の 階層秩序を視覚的に認識さ せ る た め，身分格

式に もとつ く着装規範が 明確に定め られ て い た こ とが

わ か る，

　こ の鶴岡八幡宮へ の年頭御社参が い か に重視 され て

い た の か は T 正 月 29 日の 雪下 「今宮」御参詣T お よ

び 同日の 六浦 「瀬戸 三 嶋大明神」御社 参 に おけ る 鎌倉

公方 の 装 束 との 対比 か らも明 らか となる。なぜ な ら，

29 日の 鎌倉公方 の 装 い は，鶴 岡八幡宮 に 赴 い た と き

の 「御直垂」で はな く，略装 の 「赤染」の 「御単物」

だ っ たか らで あ る ．こ こ か らも鶴岡八 幡宮へ の 年頭御

社参が ，装 い の うえで も
一
段 と格別なもの で あ っ た こ

とが 明確 とな る．

　また ，こ うした鎌倉公方の 寺社参詣に お ける 装束 の

使 い 分け は ，同
一寺社内 に お け る行事 の 日程 に よ っ て

も違い が み られ る ，た とえば鎌倉公方は ，浄妙寺な ど

足利氏ゆ か りの 菩提寺 を訪れ る と き，2 月中 の 御焼香

に は 「御直垂」で 臨 ん だ が
， 盆 と 歳末 の 御焼香 の と き

は 「御単物」 で 赴 い たの で あ っ た．こ の よ うに 鎌倉公

方 の 装 い か らは ，年 中行事 の 重要性 の 度合 い も計 る こ

とが可能な の で あ る．

　鎌倉公方の寺社参詣に おけ る 装束の使 い 分けか らは，

参詣先の 寺社 との 政 治的距離 や ，行事 の 重要性 の 度合

い を明確に読み取る こ とが で きる．また，年頭の鶴岡
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八幡宮 へ の御社参で は，それを見物する民衆の 視線を

意識 して か ， 諸役人 から公方従者にい たるまで じつ に

詳細 な着装規範を定 め て い た こ とが判明す る．供奉す

る 武家 も見物す る 民衆 も，皆 そ の 装 い に よ っ て鎌倉府

の 身分秩序を視覚的に認識 した こ とで あろ う．

　4．節 日の 服飾

　鎌倉府の 年中行事を通覧 した とき，鎌倉公方の 装 い

で 注目され る の は ，季節 をあ らわす 「紋」の 記述 が 見

られ る こ と で あ る ．と くに それが明確な の は，上 巳 ・

端午 ・七夕および元旦 の節日 に おける装束で ある ，

　 まず 3 月 3 日 の 上 巳 に由比 ケ 浜 で お こ な わ れ た 濱 ノ

御犬 に お け る鎌倉公方の 装束 は
， 「御紋櫻」の 「御単

物」であ っ た．上 巳の 「櫻」 の 紋 は，こ の 浜 ノ 御犬 と

い う行事 の 性格 をあ わ せ て 考え る と非常に興味 ぶ かい ．

なぜ な ら，浜ノ御犬 に つ い て は，そ の 由来に つ い て
　 ゑ ム　

「毛胡退治 ノ 御祈祷 タ ル」との記述 が ある か らで ある．

こ の こ とか らも浜 ノ 御犬とは ，鎌倉期に おけ る対外危

機の産物として成立 ・継承さ れ た 風俗習慣 とみ る こ と

が で きる，それ ゆえ上 巳の 紋 に は，そ の 年中行事 の 性

格 もあ っ て ，季節 の 花 で あ るとともに，古来か ら我が

国 の 花 の 象徴 で もあ っ た 「櫻」 が選 ばれた と考え られ

る の で あ る．

　 また 5月 5 目の 端 午 に お ける装束 は，「御紋蓬菖蒲」

の 「御単物」で あ っ た ．端午 の 「蓬菖蒲」 の 紋 は，ま

さ に 季節の 表現そ の もの で あ る．端午に は 、菖蒲湯 に

入 り，屋敷 の 軒 に蓬 や 菖蒲 を挿す風俗習慣が あ っ た．

とくに 「菖蒲」 は，尚武や勝負に音通する こ とか ら，

武家 に はと りわけ好 まれ た植物で あ っ た ．

　そ し て 7 月 7 囗の 七夕に お け る 装束は ，「御紋梶葉」

の 「御単物」であ っ た．こ の
一
ヒタの 「梶葉」 の 紋もや

は り季節の 表現そ の もの で あ る．七 夕 に は ，七枚 の 梶

葉に詩歌を書い て織女星を祭る風俗習慣があ っ た，梶

葉の 紋は，そ うした季節 の 風俗 習慣に あわせ て 選択 さ

れ た も の で あ っ た とい え る．

　こ れ ら
一

連 の 動向に鑑みれば，さ きの 正 月元 日 に鎌

倉公 方 の 装束 と して みえた 「御紋松」の 「御単物」 も，

季節 の 表現で あ っ た と い え る．つ ま り 「松」 の 紋は，

単 なる吉祥文様 として解釈す るの で はな く，元旦 ・上

巳
・端午 ・七夕 とい う年中行事の 流 れ の な か で捉える

べ き問題 なの で ある，そ れ ゆ え 「松」紋は ，
一

般的な

慶祝で用い られ る紋で もある が ，こ こ で は 門松 に代表

さ れ る 元 旦 の季節表現 と して の 意味合 い が 強 か っ た と

考えられ る の で ある，

　以上の よ うな 「紋」 の 選択は ，い ずれ も鎌倉公方の

服飾に お ける季節表現 とみ る こ とが で きる．そ して こ

れ ら季節の植物を題材に した紋は，足利氏の家紋で あ

る 「桐」紋の 装束 とは 明 ら か に異 な っ た 意味をもっ て

い た とい え よ う，節日に お け る鎌倉公方の 服飾 に は ，

季節感 とい う日本人固有 の 美意識が 「紋」とい うかた

ちで 取 り込 まれ て い た の で あ る．

　5．通 過儀礼 の 服 飾

　本章で は，鎌倉公方の通過儀礼に お ける服飾に つ い

て考察する．通過儀礼に は ，誕生祝 〔着帯．産所移居，

誕 生 初夜お よ び 3 日 （産湯 ）・5 日 （胞衣）・7 日 （命

名）・50 日 （祝餅）・100日 （産所払）の 祝〕や，成育

祝 〔髪置，箸直，深曾木，着袴 （男児〉・帯直 （女児），

矢開 （男児）〕，成人祝 〔元服 （男児）・鬢曾木 （女児）〕，

婚礼祝 〔定約 ・成婚〕な どがある．こ れ ら諸儀礼の う

ち，「鎌倉年中行事』に よ っ て 明 ら か に な る鎌倉公方

の 祝礼 は
， 誕生祝 ， 元服儀礼 な ど で ある．

　 〔1） 誕 生 祝

　鎌倉公 方 の 誕生祝 に つ い て は ，「若君様 ・姫御料様

御誕生之時御座所之次第事」 との項 目が立 て られ て い

る ，そ こ で の着装規定に関する記述 は，「鳴弦ノ役，
　 ニぜ

御引 目 ノ 役 ，御荷用 ノ 人 ，典薬 頭 ，皆以，白キ 直垂 ナ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 らヰ く

リ，矢取 ト御畳持テ射サ ス ル若党 ハ ，ヒ トへ 物也」と

簡潔な記述が ある の み で ある．しか しこれ は，身分に

よ っ て 「直垂」か 「単物」か とい う区別 は 設け られ て

い る もの の ，い ずれ の 装束で も 「自」色を身に つ ける

こ とがすで に常識 の 類に属 し て い たため と考え られ る．

鎌倉公方 が 御産所 へ 赴 くと きの 装束 も，当然 「白」 の

「御直垂」 で あ っ た とみ られ る．

　（2｝ 元服儀礼

　元服儀礼に つ い て は，「公方様御元服之事」と の 項

目が立 て られ て い る．そ こ に記 された元服儀礼 に お け

る鎌倉公方の服飾は次 の ようなもの で あ る．まず理髪
　 　 ［t，　ie］
が御基役 （海老名氏か本間氏〉に よ っ て調えられ，髪

は 「紫 ノ 組ノ平キ」紐で締め られた，そ の うえ で 「御

立烏帽子」 をか ぶ せ て もら うの だが ，鎌倉公方の場合

は，通常の ように加冠役は もうけられ て い ない ．こ れ

は鎌倉公方が ，元服の際に嘉例と して 京都の足利将軍

か ら御
一
字 を拝領する こ とが 関係 して い る とみ ら れ る．

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ［T マ）

　理髪を終える と，鎌倉公 方 は ，愛甲中将 なる 人物 の

手に よ っ て 「御装束」が整 えられた，そ の 御装束 は，

間着の 「御衵」 で 衣紋 を整 え た うえ，「御狩衣」 と

「御指貫」 を召す とい う構成 で あ っ た．それらの 色 目
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　 　 　 　 　 　 と く さ いろ

は，御狩衣が 「木賊色」，御指貫が 「紫」，御衵が 「紅」

で ， 「御紋」 は い ず れ も 「桐」 で あ っ た ，また こ れ ら

の 「御装束」 は，鎌倉府政所 が京都に使者を遣わ して，

室町幕府政所 に 調進 して もらうべ きとする ．

　こ の ように，鎌倉公方の元服儀礼の 「御装束」が室

町幕府に よっ て調進され て い る こ とは，鎌倉公 方に よ

る 政 治的立場 の 示威行動との 関連が考 え ら れ る．つ ま

り東国 におけ る 元服儀礼 の 際，鎌倉公方の みが 京都の
　 　 　 　 　 　 へん き

足利将軍か ら偏諱とあわ せ て 「御装束」を拝領 して 着

用す る こ と は，鎌倉公方に と っ て 自 らが特別 の 存在 で

ある こ とを東国武家諸階層 に 明示する象徴的行為 の ひ

とつ で あ っ た と考え られ る の で あ る．鎌倉公方が室 町

幕府に よ っ て調進さ れ た御装束を元服儀礼の式正装束

と した背景に は，服飾を利用 し た鎌倉公方の地位の 明

確化と い う意図 が 読 み 取 れ る の で あ る．

　鎌 倉 公 方 は
， 元 服 儀 礼 の 当 日 ， そ の 後 さ ら に

　 こ　 た エ　　　　　　　　　 　お 　

「バ クタ ミ」 の 「御 タ ・ウ紙」 お よ び 「御檜扇」 を持
　 　 　 　 しな に　　　　　　　　　　　　　　　　　 ［th ひ

ち，「御ク ・リ」を結 ん だ うえ で 「ア サイ沓」を履 き ，

二 度 に お よぶ 元服祝 の 御座 に臨んだ．まず
一

度 目の 御

妻戸 ノ 間 で の 御酒式三献に は ，関東管領 ，御剣役 （御
　 　 　 　 　 そ や 　 　 　 　 　 　 　 　 む か ばき
一
家），弓 ・征矢役 （海老名氏），沓 ・行騰役 （本間氏），

御具足役 （不定），御荷用 ノ 人 々 ら 「皆」が 「直垂」

姿で 出仕し，それぞれの 役 に したが っ て 関東管領 の 御

祝品を進上 し た．そ の後，十二 間ノ 御座に お い て 二 度

目の御酒三 献が お こ な わ れ ，関東管領，諸役人，宿老

の ほ か，御荷用ノ人，奉公 ・外様の 者まで が，あ らた

め て御剣 ・御馬 な ど を身分 に応 じて 進上 し た，

　鎌倉公方が元服儀礼で使用 した 「御装束1 に 関 して

は ，一
連 の 御祝が終わ っ たあと の 扱い が きわ め て 特徴

的 で あ る．すな わち 「御装束，悉鶴 岡神主 ヲ 召サ レ

被 。下」 とあ り，鎌倉公方が元服儀礼 で もち い た 御装

束は，すべ て 鶴岡八幡宮 の 神主 （大伴氏）に 下 され た

とい うの である．そ して ，こ れ に と もな い 鎌倉公方の

鳥帽子は，御基役に よっ て 「左折 ノ 御烏帽子」に改 め

ら れ た．ま た，鎌倉公方は
一

両日中に吉 日 を選 ん で鶴

岡八幡宮に御社参する の だが ，その ときの装束もや は

り 「御直垂」に改め られ て い る ．た だ，そ の 御社参に

供奉 した御幣役を 兼ね る御剣役 以 下 の 皆 も 「直垂」 で

あ っ たが，それに応対す る鶴岡八幡宮 の 神主だけ は ，

鎌倉公方か ら下 され た 「御装束」を着用 した の で あっ

た ．す なわ ち御 立鳥帽子，桐紋 を 付 した 木賊色 の 御狩

衣 ，紫の御指貫，とい う鎌倉公方が元服儀礼 で もちい

た 装 束で あ る ，こ れ は 鶴 岡八 幡宮 の 神 主が，同宮社参

の帰途に訪れ る こ とに な っ て い た荏柄 天神，熊野，稲

荷，御所之御上 ノ 八幡など鎌倉市中の諸社神主 とは明

らか に 区別され た存在であっ た こ とを示 して い る ．こ

こ に鎌倉公方と鶴岡八幡宮神主 の特別な関係 を，御装

束の 下賜とその 着装 とい う行為か ら も知る こ とが で き

るの で ある．

　（3） 御 移 徙

　通過儀礼 の 記載の なか に は ，鎌倉公方 の 居館 が新築
　 　 　 　 　 　 　 　 い 　 し

され た際，その御移徙に の ぞむ鎌倉公方の服飾 に つ い

て も著述さ れ て い る ，「御所造并御新造ノ御移徙之様

体 ノ 事」 の 項に よ る と，鎌倉公方 の 御移徙 の 際 の 装束

は 「御直垂」で，「御 車」 に乗 っ て こ れに臨 ん だ とあ

る．また，それ に 供奉す る 人 々 の 装 い は，「白キ直垂」

と規定 され て い た、こ れは正 月行事 の ユ7 日条に，居
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 まと

館の御新造の 年に催 され る年始の御的で は，射手の皆

が 「白」色の 「直垂」を着用 し て い た とい う記述 と相

俟 っ て 興味 ぶ か い ．こ の 「白」を基調 と した 装 束は，

誕生祝 に用 い られ る こ とをみ て も，や は り清浄を表現

す る 装 い との 意味合 い もあ っ た の で あ ろ う，

　 さらに注 目され る の は，鎌倉公方 の 移動が 「御車」

と され て い る こ と で あ る，御車 と はすな わ ち牛車 の こ

とで あ る，牛車は ，鎌倉公方が御車寄で 下車す る と牛

をはず し，牛飼はそ の 牛をつ な い だ御車寄 の 柱 の もと

に 三 凵間ほど伺候 した とい うの で あ る，室町期 の 鎌倉

市中で 牛車が使用 された こ と を示す史料は こ の 他に は

ない ．また，日常の鎌倉公方の 移動で は 「御輿」が用

い られ て い た こ とは先述 した とお りで ある．しか しこ

の 記述 が 事実な ら ば，「御車」すなわち牛車は ，鎌倉

公方で ある こ とを示す身分表象 として ，装束とともに

応分 の 効果をもっ て い た こ とで あろ う．

　中世社会 に お い て 装束 は
， そ の 着装 の み で な く， 使

用後 の 下賜 と い う行為に も重要 な意味が あ っ た こ とを

忘れ て は ならない ．また 中世武家の 服飾は，そ の 装束

や装身具ばか りで はな く， 乗物 まで もふ くめた総合的

な視覚効 果 とい う観点か ら捉 え直す こ とが重要 と考え

る，なぜ なら，装束 と乗物 の 二 つ こ そが，それ を使用

する者の 地位を
一
般に知らしめ る記号として ，きわめ

て 重要な意味をも っ て い たか らで あ る．

　6．出陣行列の武装

　本章で は鎌倉公方 と東国武家諸階層 の 武装に つ い て

扱 う，軍 陣 に お け る 武装 に つ い て は ，「公 方様御発向

ノ 事」 と い う項目の 記述か ら知 る こ と がで きる．こ の

記述 は，四 代鎌倉公方足利持氏 が，みずか ら軍 陣に 身

をお き勝利 した上杉禅秀 の 乱 （応永 23 年，1416） と
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「鎌倉年中行事』 にみ る鎌倉府の 着装規範

常陸小 栗氏追討 （応永 30 年，1423）の事例 をもとに，

鎌倉公 方の佳例と して武家故実化された もの で あっ た．

　 まず，鎌倉公方が居館か ら出陣する当日の 武装は，

「左折之御縁漆」の 梨子打鳥帽子 を 着用 の うえ
， 「金襴

ノ御肩衣」を身に纏 い ，「小袴」を穿 き，弓手 （左手〉
　 　 　 こ て 　 　 　 　 　 　 C　］［re］

に 「御籠手」，右脇 に 「御腋楯」 を装着 し て い た．そ
　 　 　 　 　 　 　 　 Cの）　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　　　 　 くさり

して ，脛に は 「御脯当」を巻 き，足に は 「鑠」の 「御
　　　

丹皮」を履 い て い た．

　 また ，装 着 し た 大鎧 の うえ に 締 め る 「上 帯」 は ，

「赤」 と定め ら れ た ．た だ，鎌倉市中 を出 て イ タチ河

（横浜市栄区） に お い て 昼 食をとる と，ひ とたび大鎧
　 　 　 　 　 　 　 　 　 わいだ て 　　　　　　　　こ　 ぐ そ く

の 胴部分 を はず して 脇盾の み の 「小具足」姿に な り，

武蔵国府中の高安寺 （東京都府中市）に おい て，ふ た

たび皆具の 「御具足」姿に な る こ とも佳例 とされ て い

る，

　 さらに，軍陣に お い て鎌倉公方が 身につ け る各種武

具 に つ い て も基本 の 料が厳密に定め られ て い た，すな
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 cmラ

わ ち ， 座 るときの 敷物 で ある 「御引舗」は 「虎皮」を
　 　 　 　 　 　 　 　 　 おお は み

使用 し，「御剣」は 「大食 」とい う名刀 を持参，そ の
　 　 　 　 　 　 ひ ろ もも よ せ

雨覆 い に は 「広 股寄」 を使用 し，「御腰物」 に は 「牛

目貫」の拵をもちい るべ きとする．その ほ か に も 「御
　 　 　 　 しげとう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　コ　　　　　　 をか ぐろ

弓」は 「滋藤」，「御征矢」は 「切府」か 「中黒」の 矢
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 A び ら

羽 を使 用 す るべ き と し，矢 を 入 れ る 「御箙」 は 猪 の 毛
　 　 　 　 　 　 さか o ら

皮をは っ た 「逆頬」をもちい た．

　 また，鎌倉公方が用い る馬や馬具に つ い て も規定が

あ っ た ，まず御馬 の 色 は 「栗毛」を基本 と した．た だ

し こ れ は鎌倉公方 の 御随意に 任 せ て よい とす る．また

馬具 に つ い て は，「鞍」 もや は り鎌倉公方 の 御随意に
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ［N コ

任 せ て よ い が
’ E

，「御 eesu」 と 「御 総」は事前 に 召替

馬 の 二 頭分 まで用意 して掛け て お くべ きとする．そ し

て 召替 の 馬 は，そ の 二 頭の ほ か に も さ ら に 三頭か ら五

頭ほ ど用意すべ きとされ て い る，

　 とこ ろ で，鎌倉公方の 出陣に おける行列次第は，先
　 　 　 　 　 　 はた さし　 　　 　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　ギコ

頭か ら，  御旗差役 （設楽氏），  御先打十騎 ， 
　 ［veコ

御甲役 （梶原氏），  御調度 〔弓 ・
征 矢〕役 （海老名

氏），  御剱役 （御
一

家），  召替 の 御馬   公方様

（鎌倉公方），  御 沓役 ，   供奉 の 人 lt　t とい う九 つ

の集団 か ら構成され て い た，

率5
馬 具 は ，鎌 倉 公 方 の 御 随 意 に 任 せ て 良 い と され て い

　る，しか し そ の 基 本の 料 は，正 月五 日条 に 「金 鞍，
　 同鐙」 は 「公方様，是 ヲ 召サ ル 」，また 「群書類従』

　本に 「公 方 様，御 張鞍，虎豹皮，葛切 付；
1
灘．播磨皮

　之白キ力革，金 カ ナ グ，ク ロ 皮ニ テ クケ ル 、紫 ノ 鞦

　甥賢 」 とある ご と く定 め られ て い た、

　こ の うち   公 方様 （鎌倉公 方）の 行列 に 加わ っ た

の は，鎌倉公方の ご く近 くに仕える従者で あり，彼ら

の 武装は，鎌倉公方に奉公する一般武家の 従者 の 装い

や 行 列 の 指標 と もな っ た ，そ こ で
，

こ の   公方様

（鎌倉公方）の行列に 関して は，鎌倉公方の 身辺 を固

め る 下層身分 の者たち に 関 し て まで ，鎌倉公方の 武装

と同様に詳 しくみ る こ とにする．鎌倉公方を直近で さ

さ えた下部組織の従者に つ い て は詳らかで ない こ とが

多く， そ の 実像 を探 る の に は意味 が あ る と考え る か ら

で あ る．

　まず，  公方様 （鎌 倉公方） の 行列 の 最前部 を構
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 に　ぎょうひ とつが い
成 し，6 ・8 ・10 人い ずれか の ： 行

一
番 で な らぶ 御

りきしe 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 し ゅっち l う ず き ん

力者の武装は，い ずれ も 「出 張 頭巾」 とい う 「黒布
　 　 ：nt）　　 　　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　 ／wa）

ニ テ ク ・リ テ，後ノ方 ヲ ハ 広ク シ テ 中
一
所バ カ リ ト」

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 く　 な 　

じ た もの を か ぶ り，「自」 の 「ス ワ ウ」を着用 し，染
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ［m］

め た 「小袴」を穿 き，「引舗」を腰 にむすん で ，「太刀」

を帯 び る と い う装 い で あ っ た ．ま た，そ の なかか ら と
　 　 　 　 　 ： O こ うべ

くに選ばれた兄部役の者は 「御長刀」 を持ち，二番 目

の者は 「御柄長杓」を持つ こ とに な っ て い た，

　そ して御力者に つ づ く，や は り下 層身分である小舎
　 　 ち ょ うじ そ く　 　 　 ぞうしき

人 ・朝 夕 ・御雑色の 三 者に つ い て の 装い も明ら か と

な る．小舎人
・朝夕 ・御雑色の 武装 は，や は り素襖 ・

小 袴 で あ る こ と に 変 わ り は な か っ た が ，身に付け て い

る武具 は ，わずか に 「小太刀」 の み で あっ た，彼 ら は

御力者 よ り一段低い 身分にあっ た こ とが 武装か らも明

ら か で あ る．
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 し　　コ

　 また鎌倉公方 の 御 馬廻 に 御覚悟 と号 して 仕 えた 御 中

居殿原 の 装 い も判明す る ，御中居殿原 は，や は り素襖 ・

小袴 ・小 太刀を身に付 け て お り，こ の こ と は 小舎人 ・

朝夕 ・御雑色 と同じで あ っ たが，さらに御力者の よう
　 　 　 il 　 　

に 「ヒ ッ シ キ」を腰に むす ん で い る ほ か ，「剣」 を担

ぐこ とが で きた，こ の よ うな武装か らも御中居殿原 は ，

小舎人 ・朝夕 ・御雑色は もち ろ ん御力者よりも上位で

あ っ た こ とが窺え る．

　 こ の ほ か に御厩者身分 もあ り，そ の うち 二 名が鎌倉

公方 の 乗 る御馬 の 世話 を した，そ の ほ か の 御厩者 た ち

は
，   召替 の 御馬 の 世話 をす る こ と に な っ て い た．

武装 は明 らか で な い が，小舎人 ・朝夕 ・御雑色 らとほ

ぼ同様で あ ろ う，

　行列   〜  や     に関 して は ，こ の ほ か に も細

かな配置や，整え るべ き武装 につ い て厳密な規定があ っ

た．

　た とえば，  御沓役の行列 を例に とる と，行列の

順序は ，まず最前部に力者が 2 入だけ二 行一番に なら
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　 　 　 　 　 し o こ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ち e うげ ん

び，次 に 「弓 笛 」 を 背負っ た 中 間 が 6人 か ら 20人 ほ

どつ づ き，そ の 次に 「太刀」を持 っ た 中間を配 し，御

沓役 で ある当人 の 傍 らに は 厩者 2 人 と傘持 1 人が伺候

した．こ れ らの 者た ち の 武装は ，い ずれ も  公 方様

（鎌倉公方）の行列に准ずる もの で あ っ た．つ ま り力

者 ・
中間 らは 「素襖 ・小袴」を基本 と し，太刀 の 種類

や，引敷の有無などに よ っ て細かな身分差をあらわ し

た の で ある，

　また ，御沓役な ど役人 を勤 め る 者 た ちの 武装 に も規

定があ っ た，すなわち役人はみずか ら 「弓 ・征矢」 を

背負 っ て はな らず，代わ りに若党身分 の 者 に縁塗 の 烏

帽子 を着用 させ て弓 ・征矢を背負わせ ，さらに その う

ち 1人 に は兜を装着さ せ て役人 の前を歩か せ た ．こ れ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 や なぐい

は，役人 で は な い 一一般の 武家た ちが 「弓 ・胡篠」を帯

び た装 い で 鎌倉公方 に供奉 した こ と と は 明 らか に 区別

された武装 で あ っ た．

　そ の ほ かの
．．
般 武家 の 規定 と して は，「長 刀」は左 ，

「柄長杓」は右に配する こ となども定め られ て い た．

また馬に つ い て も種 々 の規定があ っ た．まず，乗替の
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 くら

引 馬は
一

匹の み に 制限 さ れ た． さ ら に 馬に は 「鞍
おお い 　 　　 　 　 　　　エしりが い
覆」

‡7
と 「総 鞦 」

’ S
は掛けて もよい が，「馬鎧」は合

戦直前まで掛けて は な ら な い と定め られ て い た．

　鎌倉公方が帰陣する と きの 還 御の 様相は ，こ れ まで

述べ た 出陣の ときと同 じ規定であ っ た．

　さ ら に ，鎌倉公方が 勝利 し て 鎌倉へ 戻 っ た の ち，薬

師如 来 と称 し て 建長寺 を は じ め と す る 鎌倉 五 山 に参詣

した と きの 服飾規定 は 以 ドの とお りで あ っ た ．鎌倉公

方 の 装束は ，「御立烏帽子」 に 「香 ノ 御直垂」 を着用

の うえ，「精好」 の 「御大 LU を穿 き，「白綾」 の 「御

小袖」 を召すとい う構成 で あ っ た，また，鎌倉公方 に

供奉する者たちの 装束は，い ずれ も 「白」色 の 「直垂」

で あ っ た ．こ れ は，鶴岡御社参に准じ る装い で あり，

こ の御参詣の儀礼的な意味の 重要性を，そ の装 い か ら

も知 る こ とが で きる．

　以 上 が 『鎌倉年中行事』 に 記 さ れ た鎌倉公方 と東国

武家諸階層 の 出陣に 関 わ る武装 の 実態で ある．

　た だ鎌倉公 方 自身の 武装 に 関 して は ，中世絵 画 の

「結城合戦絵詞』 （国立歴史民俗博物館所蔵） をあわ せ

て検討す ると，その イ メ
ー

ジが豊 か に な る ．『結城合

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ぬ コ
＊ 7

鎌倉府 に お ける 鞍覆 の 料 は，鎌倉公 方が 「段子
・金

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ら 　 きん 　 　 　 　 も う せ ん

　 襴 」，関 東管領 が 「兎羅 綿 ・同 毛氈」，奉公衆 が 「播

　磨皮」 と の 補足規定が 『群 書類従』本に あ る ．
“ S

鎌倉府 に お け る鞦 の 料に つ い て ，「紺」 は 「法体之 人 」

　が 用 い る色 との 補足規定が 『群書類従』本 に ある．

　　　　 図 1．切腹する鎧直垂姿 の 足利 持氏

鎌倉公方足利持氏が 切腹す る 場面の 装 い は，桐紋 を付 した

赤地 の 鎧 直垂 に，籠手 ・臑 当を装着 し，貫を履 い た 姿 で 描

か れ て い る．『結城 合 戦絵 詞』（国 立歴 史民 俗博物館所蔵）．

戦絵詞 』は，詞 三 紙 と絵 五 紙 2場面 に よ っ て 構成 さ れ ，

室町末期の 15世紀末か ら 16世紀ご ろ に 製作された と

み られ る作品で ある，こ の うち，絵部分の後半三紙中

に描 か れ て い る の が ，永享 11年 （1439＞，永享の 乱 に

敗 れ た 鎌倉公方足利持氏 が，鎌倉永安寺に お い て 自刃

した 場面 の 様相で ある
q’　／・

（図 D ．こ の 切腹場面で の 足

利持氏 の 装 い は ，桐紋 を付 した 赤地 の 鎧直垂姿 で ，弓
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 す ねあ で　　　　　　　ワ ら ぬ き

手 （左手）に御籠手， 脛 に御臑 当 を付 け，貫 の 沓 をは

い て い る ，た だ 厳密 に は ，足利持氏が実際 の 自刃時 に

こ の 装 い で あ っ たの か は 定か で な い ，た と え ば 足利持

氏は烏帽子を着けない 乱 髪で 描 かれ て い るが，こ れは

敗軍 の 将 と して の持氏の姿をきわだたせ る絵画表現 と

み る こ とが で きる．しか し 「結城合戦絵詞』に描かれ

た足利持氏の鎧直垂姿は．戦国期段階で の鎌倉公方の

武装 に 関す る認識 を 示 し た稀有な 中世絵画 とい え る．

　鎌倉公方の 武装が大鎧の 下 に鎧直垂を着用する もの

で あ っ た と 分 か る と ，「鎌倉年中行事』 に記 さ れ た

「金襴 ノ 御肩衣」 に つ い て も
一

定 の 理解 が 可能 と な る．

従来 の よ うな軽武装 ・略武装 と い う理解 は い ささか 不

正確で
S ／’°川

，軍陣 に お ける鎌倉公 方 の 料の 外衣 と し

て の 陣羽織 （具足羽織） との 理解が正確と考える．な

ぜな ら，先述 の ように公 方従者の 装 い が素襖 と明記 さ
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れ て い る以上，こ の 肩衣を旧来の ように軽武装 ・略武

装 と 理解する と， 鎌倉公方が従 者 の 素襖 よりも下級 の

料 で ある肩衣を着用 して い た こ とに な り，きわめ て 不

自然 だか らで あ る ．こ の 「金襴 ノ 御肩衣」に つ い て は，

鎌倉公方の出陣行列に加わ っ た全員の武装の なか で の

対比，換言すれ ば 『鎌倉年中行事』 とい うテ キス ト全

体の 流 れ の なか で 理解すべ き問題 で あ り，時期の 異な

る史料 と比較検討 し，ある い は こ の部分だけを抜き出

して 論 じて み て も正確な理 解に は結びつ か な い の で あ

る。

　以上 の ように，鎌倉公方 をは じめ とする鎌倉府勢の

武装 に は ，鎌倉府体制 に属す る 者 た ち の あ い だ で 認識

を共有する着装規範が定め られて い た とい える，つ ま

り，軍陣におけ る 武装 につ い て も，身分格式 の 視覚化

が図 られ て い た の で あ る．武家 に おける身分格式 の 指

標 として の服飾は，従来か ら殿中儀礼をは じめ とする

平時の場合は注目 さ れ て きた が，そ れ は平時の み で は

な く，戦時に お け る武装 に まで 及 ん で い た の で ある，

　 7．お わ り に

　本稿 で の 考察の 結果 ，鎌倉府で は次 の ような着装規

範 が定 め られて い た こ とが明 らか に な っ た．

　 まず，鎌倉公方 の 式 正 装束 は ，儀礼 の 内容 に よ っ て

つ ぎの 三型 に 類型化 で きる，1型 は，香色 の 直垂 ，精

好 の 大 口，白綾 の 小袖 とい う構成 で ，こ れは評定始，

鶴 岡八 幡宮へ の 年 頭御社参，鎌倉五 山へ の 戦勝報告御

参詣など に用 い られ る装い で あり，い わば鎌倉府の統

治権的問題 に直結 した もっ とも重要な儀礼に お い て 着

用 さ れ る 装束で あ っ た ．H 型 は ，浅黄色や 褐色の 直垂，

練の大口T 白色 の 小袖 とい う構成 で，こ れ は 御坑飯 ，

関東管領亭御成，歳首御対面，菩提寺へ の 年頭御焼香

な ど に 用 い ら れ る 装 い で
，

い わ ば 鎌倉府 の 主従制 に 関

係する主要な儀礼 にお い て 着用 された 工型 に准 じる装

束 で あ っ た．m 型 は，浅黄色 ・褐色 ・赤色 などの 単物

で ，こ れ は 五 箇 日 の 朝 ノ 御祝，今宮 ・瀬戸三嶋大明神

へ の 御参詣，盆 ・歳末 の 替提寺御焼香，節 日 など に用

い られ る 装 い で ，鎌倉公方の内々 の行事や通常の外出

で着用 され る や や略装化 された装束で あ っ た．

　 また装束の紋は ，通常の場合は 足利氏の 家紋で ある

桐で あ っ た が ，節 日に は季節 の 植物 を あ し ら っ た松 ，

櫻，蓬菖蒲，梶葉などが用 い ら れ た ．

　 こ の ほ か 元服儀礼当 日の 装束が，木賊色 の 狩衣，紫

色 の 指貫 ，紅色 の 衵 と い う構成 で ，狩衣系統 の 装束で

あっ た こ と も東 国 で は鎌倉公方だけ の 特徴 で あ っ た．

また こ の 狩衣は，使用後．鶴岡入 幡宮 の 神主 に 下 され

た こ と も特筆される，

　さら に乗物 に つ い て は，輿に くわ えて 牛車 を使用 し

た の も東国で は鎌倉公方だけ の 特典 で あ っ た，

　こ れ らの うち，工型の 装束，元服の装束，牛車の 三

点は と くに鎌倉公方の み の 料で ，服飾における鎌倉公

方で あ る こ と の 身分表象で あ っ た．

　つ ぎ に
一

般武家 の 服飾 は，基本的 に は直垂 の 着用が

許 さ れ た 者 と，単物を着用す る 者 の 二 種 に 区分 され て

い た．まず直垂は，鎌倉府中枢 として 出仕する者に許

された装束で あっ た．直垂は，その 着用を許され て い

る こ とが 参加条件の 正 月行事も存在す る な ど，身分表

象の ひ とつ と して 機能 して い た ．また，直垂の 着用 を

許 された者が さらに評定衆 に列せ ら れ る と，輿 の 使用

が許さ れ たうえ，そ の 従者に も直垂 の 着用 が許 され た ．

他方，単物は，鎌倉公方 とは政治的距離の ある伝統的

雄族や，中 ・
下級階層 の 武家の 装束で あ っ た．こ の 単

物は
， それを単な る略装 と解釈する と，身分格式の 問

題 を正確に捉える こ とが で きな くなる ，

　 こ うした 身分格式 に も とつ く服飾 の 差別化 は，一
般

の 東国武家 に 対 して は，評定衆 へ の 道 をひら くこ と に

よ っ て鎌倉公方へ の 求心 力を高め る手段 と して 利用 さ

れ た こ と で あろ う．また そ の 表裏 の 問題 と して ，東国

の 伝統 的雄族が しば しば
一

族内外 を問わず守護職 をめ

ぐ っ て争 う背景に は，それが諸儀礼 で の 服飾 の 差別化

と
一
体的問題 で あ っ た こ とに そ の

一
因が あ る と考え る．

つ ま り鎌倉府の着装規範に とっ て 重 要で あ っ た の は，
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 しき

領主 と し て の 規模や官位で はな く，職 や役に もとつ く

鎌倉府の 身分格式を獲得する こ とにあっ た の で あ る，

　そ して ，服飾 に よ る身分格式の視覚化は，平時の 殿

中儀礼 の み な らず，戦時 に お け る 軍陣で の 武装 まで も

明確 に規定 され て い た．た とえば 公 方従者 の よ うな下

級階層 は，上級 の 武家が鎧 の 下 に鎧 直垂 を着用 した の

に 対 し，素襖が基本 で あ っ た，そ して 従者 間で も，さ

らに各種武具の 装着 の 有無に よ っ て 微細な身分 の 視覚

化が図られ て い た．戦時の着装規範が下級階層に い た

る まで詳細に定め られ て い た の は ，武装は あ くまで も

非 日常的な装 い で ある ため ，非常時に備え て平時か ら

そ の 規定を明確に し，軍陣に臨ん で は瞬時に武家相互

の 階層 関係 を判断 で き る よ う配慮 して い た た め と考 え

られ る ．

　また 『鎌 倉年中行事』 の 服飾 に関す る著述 は ，鶴 岡

八幡宮へ の 年頭御社参 と 出陣行列 の 両例 の みが ，下級

階層の 服飾まで詳述 して い る こ とに特徴がある，それ
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は こ の 両例が，ひ ろ く民衆 の 目 に触れ る機会 で あ っ た

ため と考えられ る，なぜ なら，そ うした鎌倉市中に お

ける衆目の なか こ そ，身分格式の 表象として の 服飾が

もっ と も効果を発揮す る 場面 で あ っ た と考え られ る か

らで あ る．それ ゆ え こ の 両例 で は，鎌倉府 の 社会秩序

を視覚的 に表現す る ため，と くに 下 級階層 に い た る ま

で その 着装規範が詳細に規定されたの で あろ う．

　鎌倉府の着装規範は．室町期の東国武家社会に お け

る 身分格式を 明確 に す る手段 の ひ とつ と し て
， 平時 ・

戦時，殿中
・市中を問 わ ず，そ の 標識 と して 機能 して

い たの である．そ してそれ は，武家 自身が ，相手に対

して採るべ き礼儀作法の あ り方を判断するため の 尺度

として も機能 して い た こ とで あろ う．

　本稿の執筆にあた り國學院大學二 木謙
一

教授の ご 教

示をい ただい た ．
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