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伝統文化狂言の伝承の視点か ら見た

「今の 時代 にふ ざわ しい 学びの 環境」

山田 　師久
零1

〈概要 〉伝統文化狂言の 伝承 と言 うの は親から子、子か ら孫へ と受け継がれる伝承の形態が基本で

ある 。 こ れ が家元制度 とな り、そ の利点は子供の こ ろか ら文化を伝承させ られる こ とである 。 欠点

は形骸化 して しま うと文化 の劣化 に つ な が る こ とで あ る 。 大和座 は家元 と は無関係の 伝承で ある点、

そ こ に学びを必要 と して きた 。 そ の点に お い て 大和座の学び の環境は今の 時代に
一

石を投 じ るもの

とな るだろ う。

伝統文化狂言 の伝承

　古典伝統芸能 の 伝承方 法 は、現代 人か ら見 る

とかな り効率の悪 い 方法で ある。特に能 ・狂 言

は 500 年近 くもの 長きに わ た り伝承 され て き

た 。 そ れに は親か ら子 へ 伝え る家元制 度 がかな

り有効 に働い てきた とい えよう。
r風姿花伝』 に

は 「大か た七歳を以 て初め とす 」 とある。あ ま

り厳 し くせ ず 自由に させ よ、とは い うも の の 基

本は しっ か り教え る とい う指導方法である。 古

典伝統芸能の 継承で は教育の 動機が家系の 存続

に 直接つ なが る もの で あ り、まさ に 生 き る た め

に必 要な教育で あ っ た 。 また幼少の 時期に型を

教え込む場合は理屈な ど不要で ある 。 ど うい う

場面 で の 台詞か、またなぜそ の よ うな型 をす る

の か とい う疑問な ど不要 で ある 。 疑問を抱 か ず

に台詞や 型を丸 ご と体に入れる。 そうい う方法

で古典伝統芸能の 世界 では代々家で伝承がな さ

れ て きた。

　大和座の安東伸元師匠 は狂言の家筋ではな い 。

しか し、狂言の 台詞の 指導方法は古 くか らある

「鸚鵡返 し 」 だ。 こ れは寺 子屋 の 音読法 と同 じ、

台詞の一節を師匠が発声 し、弟子 がそれ を繰 り

返すの で ある 。 弟子 は師匠の 台詞を声の 音程 ・

抑揚もそ の まま真似て 発声する 。 台詞を 暗唱 し

た の ち立 稽古とな る 。 立稽古で は台詞を発 しな

が ら所作 をす る。それ を師 匠が修 正 しなが ら型

を指導す る。立稽古に入 っ て か ら、台詞や型 に

つ い て の 合理 的な説明が行われ る 。 それ は主に

「演劇的に 考え る と こ の よ うに演 じるべ きだ。 」

とい う説明 だ。た とえば狂 言 「仏師」 の
一場面

で 「あ ま り大 き ゅ う造 っ て こ の よ うに し て 拝む

も腰 が痛かろ う。 」 とい う場面で は 「前に 大きい

仏像が あ る と想像 して 体をそ らせな さ い。」 との

説明がな され る 。 ま た 「あ ま り小 そ う造 っ て こ

の よ うに して拝 む も、窮屈にあ ろ う」 とい う場

面 で は 「目 の 前に小 さい 仏像を 想像 して 、それ

を 見て拝 みな さ い 。そ うす る と観 客に も こ の 男

が仏像を拝ん で い る よ うに見えます」 との 説明

が なされ る。演者 として も観客 として も合理 的

で納得で きる演 出であ る 。
こ れ は安東師 匠独特

の指導方法である。

　 また 「稽古 に は素人 稽古 と玄人 稽古がある。

玄人を め ざすな ら録音や 録画 に頼 っ て は い け ま

せ ん 。 」 との 戒め の 言葉がある 。
「仕草や型は 目

に焼き付け、台詞の 言い 回しや抑揚は聴い て 覚

えなさ い u 」 とい う師 匠 の教 えは古典芸能の 世界

で は あ た りま え の こ と で あ る。落語 ・浄瑠璃 ・

歌舞伎 ・能 ・狂言な ど、 口承文芸を祖 とする芸

能は師匠か らの 口 伝 えな どの直接の 指導が主 で

あ る。特に 玄人をめ ざす弟子 は師匠に付 き添い 、

朝か ら晩 までの稽古を じっ と側で見続け る こ と

が基本で あっ た。師匠の本番は もっ とも勉強に

な る機会だ。 装束 の 着付 けか ら後片付けまで、

師匠に付き添い すべ て の 行動を観察 し、すべ て

を学び とる の だ 。

　狂言小謡の稽古 も基本は マ ン ツ
ー

マ ン で あ る 。

師匠の 謡を聞 きそれ を まね る 。 歌詞が あ るが 、

そ の 歌 詞 の 横 に ゴ マ 譜が付い て い る。こ れ は
一

音一音の上げ下 げ、また母 音をの ばすな どの印

で あ っ て、 ドレ ミ フ ァ の よ うな基本 と な る音階

を表 して い る の ではない 。 音の 高さは師匠の 声

の 高さに合わせ て謡 う。 稽古人が大勢あつ まり、

皆で 1時間近 く謡い 続け る と清々 しい 気分に な

る 。 師匠は弟子全 員と向き合い 、 拍子 を とりな
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が らリー ドする 。

　 と こ ろ で 、私が師匠 に狂言を習 うよ うに な っ た

頃の稽古は天神橋六丁 目から東 へ 3分、国分寺

町の交差点に面した西南の角地にあ っ た明治時代

に建て られた お屋敷の稽古場で行われ て い た 。 玄

関を入 っ てすぐに 三 間四方の 能 ・狂言用の稽古舞

台が学び の場で あ っ た 。 都会の 中で 、こ の お屋敷

だけが時間を超 えた異空間で ある こ とも 、 古典伝

統芸能を支える貴重 な要素であ っ た 。

　月 3 回 の 稽 占は昼か ら行われ るが、私 の よ う

に フ ル タイムで働 く者 は夕刻か ら三々五 々集ま

る 。 そ の 頃はオーボ エ 奏者 ・チ ェ ロ 奏者 ・人形

劇団 員 ・朗読劇 団員 ・若手能楽師 ・能面 作家 ・

大学や高校の 教員などさまざまな職種 の 人たち

が集 っ た 。 狂言の 稽古が一段落する と、夜も更

け る に つ れ て 話題が文学 ・芸術 ・哲学 ・政治 ・

経済 ・社会学…
と多岐 にわ た り深夜に及 ぶ こ と

が常で あ っ た。 こ れ は大和座が狂 言 とい う古典

伝統芸能を基軸 としな が ら、 新 しい学びの場を

創出して い た姿であ っ た。

　そ こ か ら稽古場を千里 山とい う新 しい 場所に

移 っ た現在 も、相変わ らず様々な職種 の人 々が

加わ り、 談論風発が続い て い る 。

今の時代にふさわ しい学び の環境

　現代は情報伝達の速度が速 くな り、そ の範囲

が広 くな り、そ の 量も大量 に な っ た。情報技術

の 発展 も 「日進月 歩」 をも じ っ て 「分進秒歩」

な どと揶揄 して い た こ ともつ か の 間で 「刹那弾

指の 進歩」 とま で い え るよ うな状況に な っ た 。

おか げで 私たちは タブレ ッ トや ス マ
ー

トフ ォ ン

で 世界 中の 情報を簡単に 手に 入れ る こ とがで き

るよ うに な っ た 。 虚実 ・
正否は ともか くとして、

そ の 情報量 は どん どん膨れあが り、膨大な量と

な っ て い る。 ネ ッ トの 環境が整 う状況で あれば、

誰もが物知 りになれ る時代にな っ た 。

　 い まや 知識の 習 得だ けな らば、わざわ ざ学校

へ 行かな くともネ ッ トを駆使すれば
一

人で学ぶ

こ とが可能だ 。 実際に中等教育を受けずに、自

宅で学 習 を して 高 等学校 卒 業認定試験を受け 、

大学受験 をす る とい う人 も増えて きた 。 さまざ

まなサイ トで初等 ・中等 ・高等教育で学ぶあ ら

ゆ る教科の質問が なされ 、 それ に対 して様 々な

解答が提示 され てい る。また百科事典・国語辞典・

古語 辞典 ・歴 史事典 ・英和 辞典な ど 、 あ らゆ る

言葉や 事物をネ ッ トで検索 し調べ る こ とが容易

に な っ た。さ らに 古典文学作品や古文書 ・絵や

書な どの よ うな 古典籍な ども簡単に 検索、閲覧

で きるよ うにな っ た。こ の よ うな情報が無尽蔵

に増えつ づ け、私たちの 千元にある の だ。また

ネ ッ ト上 で は さ まざまな ウェ ブ授業が公開 され

て い る 。 私 たちは 家に居ながらに し て、また電

車の 中で 吊革に つ か ま りな が ら世界巾の ウ ェ ブ

授業で 学ぶ こ とが で き るの だ 。 学校教育で の 学

びが そ の よ うな授業だけ で 良い な らば 、 わ ざわ

ざ学校に まで足を運 んで授業を受け る必 要もな

くな っ て くるだろう。

　
一

方 、 人 々 の学校離れが進む今日、 学校 もさ

まざまな授業の 改革や⊥夫 を して い る 。 学校 で

集まっ て授業を受ける意義は多くの 生身の 人々

と向き合い 、コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン を と りなが ら、

良し悪 しを判断し た り、それぞれ意見を言い合 っ

て考えを導き出 した りする こ とで あ る 。 な によ

りも
一

緒 に 生 活す る こ とで 人 間関係を築き 、 ま

た トラブルが起きる とそれを修復する こ とで社

会性を 身に つ ける こ とが で きる 。 だか ら学校教

育は知識の 習得よ りも考え る 力や 、 表現す る力

を養う こ とを 目標 とす る と こ ろが増えた 。 また

ツ イ ッ ターやフ ェ イス ブ ッ クを使 っ て学生の 意

見を聴取 して い る 大学の 授業もある 。 口頭で 意

見を言わせ るよ りも多 くの学生 の意見が 聞け る

とい う利点 が あるそ うだ 。 授業を効率よ く、 便

利で簡単に 行う技術は こ れ か らもます ます発 展

し てゆ くだ ろ う。しか し、児童や生徒 ・学生の

感覚を刺激 して楽 し ませ る こ とが本当の 学びに

つ なが るの だろ うか 。

　 児 童や 生徒に 限 らず多 くの 人 々 が ス マ ー ト

フ ォ ン や タブ レ ッ トを持 ち、い っ で も ど こ で も

大量の 情報を持ち歩 き、自分の求め る情報を 手

に入れ る環境 に ある 。 しか し、そ の 情報を使 っ

て 得た知識を も と に熟考 し て 、学びに結びつ け

て い る人々 が どれだけい るの だ ろうか 。 知識が

簡単に手に入 る こ との 弊害は じ っ く りと熟考す

る こ とができない こ とだD

　本来の学びは時間や 手間暇 がかか り、その効

果はす ぐに 表れるような安直なも の ではな い 。 大

和座で の 学びを今の 学びの 参考にする とすれば、

じっ くりと考え る時間や、議論する時間がもてる

環境こそ今の時代にふさわしい学びの環境とい え

るの で はな い だろうか 。 国分寺で聞い た師匠の 言

葉は 二 十年経 っ た今も実感できて い な い 。 曰 く「舞

台 の 上 で は存在感がす べ て です 。 」 と。
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