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研究報告
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・空間 ・偏向
一
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要 　　旨

　能楽は演劇学，国文学，音楽学，美学，芸 術学 とい っ た面か ら研究 さ れて ぎ た が，本 論 文で は 室町 時代の能 楽 を メデ ィ

ア論，特 に八 ロ ル ド・イ ニ スの メ デ ィ ア の 時 間 ・空 間の 偏 向 とい う考 察 を モ チーフ に，室町 時代 にお ける 能楽 がどう い っ

た 特徴や 社会 的機 能 ・効 果 があ っ た の か を分析す る。能楽の 源流は室町 時代以前からも存在 したが，観阿弥 ・世阿弥以

降ス トーリ
ー
性 を持 っ た 歌劇とな り，室町 幕府の 政治や経済と密接な関係を も っ た文化戦略 と して 全 国に広ま っ て い っ

た。能 楽と い うメ デ ィ ア の 特性 は 身体に よる 知識輸送 で あ る。身 体パ フ ォ
ー

マ ン ス は，識 字 層，非 識字 層 の 双 方 に共 通

して 認 識 で き る メ デ ィ ア で あ る。能 楽 とい うメデ ィ ア は、能 楽 が 行 わ れ る場 所 で ある 能舞 台 とい うメ デ ィ ア プ レ
ー

ヤ
ー

に おい て 、芸 能集 団 がパ フ X 一
マ ン ス を 行 うこ とで 情 報 が伝達 さ れ る。どの 地方に も知識輸送 で き る 能楽 は，集合体と

して の 室 町幕府 に対 応 して い るの で あ る 。

Abstract

The　Noh　has　been　studicd 廿 om 　drama 　studies ，japanese　literature，musicoiogy ，aesthetics ．亡he　plan　such 　as　thc　science 　of 　arts，etじ．

In しhis　thcsis　formcd 　a 　plan　te　analyze 　about 　the　feature由 e　social　function，and 　the　effect 　which 　the　Noh 　had　in　Muremachi 　Era，

Concretely」Ha エold 　Innis
’
s　media 　theory　is　assumed 　to　be　a　moti 　fin　this　thesis．　There　was 　a［ways 　thc　se　urce 　ofthe 　Noh 　in山e　days　of

Muromachi ，but　it　was 　it　with 　the　opera 　whjch 　had　story 　charactcdstjcs 乱fter　Kannami，Zeami　and 　spread 　out 　in　the　whole 　country
’
s　the

culture 　strategy 　that　had　the　relatio皿 s　that　were 　close 　to　poiitics　and 　the　economy 　o 「the　Muromachi 　gove 皿 皿 ent ．The 　characteristic

of 　the　media 　callcd 　the　Noh 　is　the　knowledgc 　trang．portation　by　the　body．lt　is　the　mcdia 　which 　the　physical　perfonmance 　is　common

to　thc 　literacy　layer，　the　botb　sjde 　ofthe 　non −literacy　layer，and 　it　ca 員 recognize ．Noh 　ef 　which 　knowledge　can 　be　transported　to　every

province　has　corresponded 　to　the　Murolnachi　govemment 　as　the　aggregate 、

1，は じめ に

　14 世紀後半，観阿弥清 次 が リ ズ ム 感 に あ ふ れ た謡 を創始 し

て 興 行 的 な大 成功 を収 め た。観 阿 弥 の 子 で あ る 世阿弥 元 清 は．

父 が確 立 した 「猿 楽 能 」 に 幽玄 美 を加 え，芸 術 と称 す る に足 る

まで に 質 を高 め て，能 楽 を大 成 させ たの で あ る、， 演者 と して だ

けで な く，劇 作者 と して の 才能 に も恵ま れて い た 彼は 、五 十山

以 上 も の 能 を 作っ た。余情豊か な 夢幻 の 世 界 を描い た 彼の 作品

は，そ の ほ と ん ど が今 も「II：阿 弥 当時 の ままの 詞 章 で 演 じ られ て

い る。

　能 楽 とい う言 葉 が使 われ 始 め たの は 岩倉 具視 ら家族 が 結成 し

た 「能 楽社 」 と い う組 織 が で きた 明 治 以 降 で あ る。能 楽研 究 が

洗練 され る に つ れ ，能楽の 中で もその 源流 と な っ た 芸 能は ジ ャ

ン ル 分け さ れ，名 称 も個 別 化 して い っ た。い わゆ る 現存す る 芸

能 と して の 能楽 は ，室 町 時代 に大 成 さ れ た の で あ り，そ れ 以 降，

能楽堂 とい う建 築形 式 が で き る 以 外，舞 台 上 の 内容 が 変 化 す る

こ と は 2009 年現 在 まで ，特 例 を 除 い て なか っ た、，本論で は 観

阿 弥 ・世 阿 弥 以 降 の 猿 楽を能 楽 と して論 じる 。

　現在我 々 が 見 る こ との で きる 能楽は ，必 ず とい っ て い い ほ ど

能 舞 台 で 行 われ て い る 。現 在 の 能 舞 台 の 形 式 や 状 況 に な る まで

に は歴 史上 の 権力 者の 思 惑、能楽師の 演 技 の 進化，舞台建 築家

の
『
1：夫，観 客 の 要 望 と い っ た様 々 な要 素 が 絡 ん で 発 達 して きた。

　 能 楽，また は そ の 源 流 に な っ た 芸 能 を研 究 す る方 法 と して，

能勢 朝次 をは じめ とす る rI1 世文 学 と して 能楽 を 見る 国文学 の 視

点か らの 研究 松 岡心
’Fの 禅な ど の 思 想表現 と して の 研 究 野

L豊 ．・
郎の よ うに世阿 弥 ・金 春禅竹 の 著作 を 美学 と し て と ら え

る研 究 横 道 萬里 雄の よ うに 囃 子 や 謡 を音 楽学 と して 考 察す る

研 究，船 曳建 夫 が 行 っ た 儀礼 と して の パ フ ォ
ー

マ ン ス と して 文

化人類 学の 視 点 か ら見 る もの ，あ る い は奥宵利 幸の よ うに建築

学 か ら能 舞 台 を研 究す る 方法 が あ る
ω 。

　 先 行研 究 に は 能 楽の メ デ ィ ァ 性，い わ ゆ る 知識 と 観客 と 能楽

師の コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ンの 空 間
・
時閔 とい っ た 観点か ら能楽 を

論 じた もの は な い
C．U］。本 論 で は 社会 的，文 化 的 な 面 を中 心 に 能

楽 の メ デ ィ ア 性，そ し て そ の 機 能 を 考 察 す る こ と が 目的で あ る。

中で も時聞
・空 間 とい う面 か ら の 視点か ら能楽の メ デ ィ ア性 を

考 察 す る。方法 と して は ハ ロ ル ド・イ ニ ス の メ デ ィ ア 論 をモ チ ー
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フ に，室 町 時代．主 に 観阿弥 ・肚阿 弥 以降 に お い て，能 楽の メ

デ ィ ア 論 的 解釈 を行 5 ，、

　知 識輸 送 を行 うメ デ ィ ア と して の 能 楽考察 は，能楽研 究 だ け

で な く情報文化の 分野 に お い て も興味深 い 考察が可能 とな る だ

ろ う。片 方 善 治 は情 報 文化 を 「真 ・善 ・美 ・
理 を創 り出す理 念

系 に基 づ き，人 間 の い と な み を充実 ・発展 させ る よ うに 施 設系

を構 築 して その 文 明 を開 花 し，学 問 ・芸術 ・道 徳 等 の 人問 系 に

お け る 精神 文 化 面 を進 化 させ る こ と、，また，それ らの 過 程 で 作

り出 さ れ た も の ・こ と 」 と す る
［’1
。能 楽は 多 くの 知 識 ・情 報 を

含み ，教育 ・芸術 お よ び 道徳 的 な面 で 口本全 国 にお い て 室 町 時

代 の 人 々 に 作用 した 。 能楽 をメ デ ィ ア 論の 視点で 考察す る こ と

の 意義 は，室 町 時代 に お け る 情報 文化 （特 に 非識字層 に お い て ）

を理解 し，室 町幕府 と情報の 流通の 関係 を分析 で きる こ とで あ

る。

　 H 本 の 歴 史 と能 楽 の 関係 をみ る と足 利 義 満，織 田 信 長，豊 臣

秀吉，徳 川 家康，岩倉具視 とい っ た そ れ ぞれ の 時代の 権力者 に

保 護，利 用 され た能 楽 お よび 能舞 台 の 変 遷 との 関係 は 密接 な も

の で あ り，そ れ ぞれ の 時代 で 大 きな変化 が 起 こ っ た。建築 的 歴

史の 流 れ を 簡 潔 に 示 し て お くと，能 楽 の 源 流 と な る 猿 楽 が寺 社

で 地 面 の 上 で 演 じ られ，そ して 武家屋 敷 の 庭 で 観 覧で きる よ う

に 仮設舞台 と して の 能舞台が で き，そ して 野 外に常設の 能舞台

が 誕 生 し，そ し て そ の 野 外 の 能舞台を そ の ま ま 劇場 に 移 し た 能

楽堂が で きた とい う流れ で ある，，

　 幕 府，政 治 と能楽 の 関係性 の モ デ ル ケー
ス が で きたの は 室 田∫

時代，よ り詳 し く言 え ば足 利 義 満 が は じ ま りで あ る。よ っ て ，

能楽 の メ デ ィ ア 性を考 え る と き，室 町 時代
ω

を考察す る こ とが

適切 で あ る。

2 ．ハ ロ ル ド ・イ ニ ス の メ ディ ア 論と能楽

2 ．1 イ ニ ス
・
メ デ ィア 論 の概略

　知識 輸 送 と メ デ ィ ア の 関 係 性 に つ い て 論 じ た メ デ ィ ア 論 者

は．マ クル
ー

ハ ン に 大きく影響 を与え たハ ロ ル ド・イニ ス で あ

る、，『帝 国 と コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン
L21
』 1コ ミ ュ ニ ケ

ー
シ ョ ン の 偏

向
圖

」 「時 間概 念 の 変 更
國

』に お い て ，彼 の 「知識 輸 送 とメ デ if

ア 」 に 関す る考察が な され て い る、t

　 イ ニ ス の メ デ ィ ア 研 究 の 主 張 は，社 会変 化 は コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン の テ ク ノ ロ ジーに よ っ て 推 進 され る と い う こ と で あ る。

思 想や知 識 で す ら，そ れ を輸 送す る コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン・メ デ ィ

ア に よ っ て 社会の 性格は 規定 さ れ る とい うもの で ある 。

　 イ ニ ス に とっ て の 「コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 」 とは，具 体的 メ ッ

セ
ージ を有す る 主体的に 生 じ る 相互 的理 解の 行為で は な く，端

的 に 「知識輸 送 」 の 別 名 で あ る。また 「帝 国 」 の概 念 は，即 時

的 に は 中央 に よ る 政治 ・経 済
・
文化 に わ た る 周辺 統合機構 とい

う
一

つ の 閉 じ た 仕組 み で あ り，拡 張的 に 解 釈 す れ ば 帝 国 統 合 の

一部 な い し，末 端 で あ る 一つ の 企 業 で さえ 「帝 国」 と称 し得 る

と す る 。 「帝 国 」 を 「コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン の 効 果 の 指 標 」 と い

う極め て 機能的 で 抽 象的 な 概 念 と して 明確 に 規 定 し て い る
［”「。

　 こ うい っ た 「コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン 」 と 「帝 国 」 の 定 義 を明 ら

か に した うえで ，イニ ス は メ デ ィ ア 研 究を行うの だ が 元 々 彼

能楽 に よる 知 識 輸 送 　69

は経済研究者 で あり，そ こ か ら メ デ ィア 研究 に移 っ た た め そ の

名残が 見 られ る、経済研 究 か ら メ デ ィ ア 研 究 へ の 転 向前 後 をつ

な ぐ もの と して 特 に 注 目す べ きな の は，「独 占」 の 概 念 で あ る。

イ ニ ス は こ れ を経済史的 意味 だ け で は な く，社 会 に 流 通 す る

「知識 」の 「独 占」 の 意 味 に 拡 大 し，そ の 起 源 を 探 ろ うと し た。

ヨ ーロ ッ パ 国 家権 力 の 伝 統 が 「知識 の 独占」 で は な い か と考 え

たか らで あ る。メ デ ィ ア の 「独 占」を分析 し，「時間」と 「空 問」

の 二 次元 に わた っ て 検 討 し よ う と し た の が ，イニ スの メ デ ィ ア

研 究 の 基 本 と な っ た。

　 イニ ス が 例 にす る コ ミ ュ ニ ケー
シ ョ ン ・メ デ ィア は 「石 ・粘

土 ・パ ピル ス ・パ ーチ メ ン ト・紙 」で あ る。「石 ・粘 土 ・パ ー

チ メ ン ト」 の 特性 は 「移動 しに くい ，耐 久 性 が高 い ，重 量 が大

きい 」とい うもの で あ り 「時 間
・
拘 束 的」で あ り 「時 聞 ・偏 向的．」

（つ ま り 「時間軸重視へ の 偏向」が ある ）な の で ある 。 「パ ピル

ス ，紙」 は 「移 動 性が 高 く，耐久性 が 低 い 」 よ っ て 厂空 間 ・拘

束的」 で あり 「空 間
・
偏向的」（つ まり 「空間軸重視へ の 偏向」

が あ る ） とい う特微が そ れ ぞ れ 存在する、，

　 時 間の 「偏向 」 に 支 配 さ れ た コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン ・メ デ ィ ア

は，重 く，大 き く，巨大 で あ る。イニ ス は 石 に 刻 まれ た ヒ エ ロ

グ リフ の 碑 文 を例 に あ げ る、，媒 体 と して の メ デ ィ ア は二 つ ，石

と 文字が碑文に は 使 わ れ る。石 も持 ち運 ぶ に は 労力 と時 間が か

か り，石 に 文字 を 刻 む の も同 様 で あ る。剛 寺に 文 字 の 意味 を習

得する の に も時間が か か る、，二 つ の メ デ ィ ア は 「時 間」 を消 費

す る の で ある、、適 例は エ ジ プ トで ある、、

　 か つ て の 「帝国 」で あ る エ ジ プ ト王 朝は ，情 報を 文 字 に よ っ

て 「粘土版や 石婢」に 書 き，文字が 書き込 まれ た粘上 板や石 碑

が存 在 す る 神 聖 な場 所 を 中心 と して，そ の 周 囲 に 文 字 を筆記 し，

解 読 す る こ との で きる 少 数 の 特権 層 が 常 に 存在 し，そ の 周 りを

無文 字 文 化 で あ る大 衆 が存 在 す る と い う，情 報 リテ ラ シ ーの ヒ

エ ラ ル キーが確 立 して い た。こ う した重 い コ ミ ュ ニ ケー
シ ョ ン ・

メ デ ィ ア を使 用 す る こ とは ，当然 運営 を
．
部 の エ リ

ー
ト階 層 の

手に ゆ だ ね る こ と に な り，彼 ら エ リート は，政治，宗教 的 支配

者 と して ，「帝国」を固 め る こ とに な る、，

　 次 に イ ニ ス は ペ ル シ ア を考 察す る。ペ ル シ ア 「帝 国 」 は．巾

心 が な く，メ デ ィ ア の 「独 占」 が な く．多数 の 宗教 が 共存 して

い て 「効率的 」なの で ある。ペ ル シ ア が採用 して い た メ デ ィ ア

は フ ェ ニ キ ア が 発 明 したパ ピ ル ス に 葦 ペ ン で 文 字 を書 き込 む技

術 で あ る，，こ の メ デ ィ ア の 軽 さ と携 帯 性 の 高 さ と い う空 間 的 な

広 が りに長 けた 特 性 に よ っ て 「帝 国」 統治 を行 い ，同時 に馬 を

利 用 す る 交通 シ ス テ ム と郵便シ ス テ ム を整備 して い る 。

　 イ ニ ス の 概 念 「偏向 」（bias）は ，時 聞 の 「偏向」 と，空 間

の 「偏向」の 二 つ で 使わ れ る。西欧文明は ，こ の 二 つ の 「偏向」

の 激 烈 な衝 突 か ら生 じた，とイ ニ ス はみ る。こ の 「偏 向」 の ど

ち らか に 傾 く，すな わ ち行 き過 ぎる こ とか ら，文明 の 変化が 始

ま る と い うの で あ る、、「重 い メ デ ィ ア 」 に 対 し て，空 間 の 「偏

向」 に 支 配 され た 文化 の コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン ・メ デ ィ ア は ，「軽

い 」 こ と に な る 。 典型 的 な例 と して あが る の が，「紙」で ある、，

．重 い メ デ ィ ア の よ うな耐 久性 は な い が，軽 い メ デ ィ ア は 簡 単 に

輸 送 可能 で あ る 。軽 い メ デ ィ ア で ，支 配で きる 領一hの 範 囲 は 拡

大 し，軍 事組織 と官僚制が 発達 して くる の で ある
同、
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　こ うい っ た視点 を持っ て イニ ス はエ ジプ ト，バ ビ ロ ニ ア ，ギ

リ シ ア，ロ ー
マ な どの 「帝 国」 で 使 わ れ た メ デ ィ ア を，時 間 ・

空 間の 「偏 向 」 の 違 い と い う視 点 か ら分析 した，，

　 イニ ス は こ う した 「帝 国 」 と メ デ ィ アの 関係 を論 じる だけ で

な く、「帝 国」の 栄 枯 盛 衰 と メ デ ィ ア の 関係 も論 じる が，本 論

で の 考 察 は 「帝 国」 と メ デ ィ ア の 関 係性 を主 と す る の で ，そ れ

らに つ い て は 別 の 機会 に て 論 じる こ とに す る 。

2 ．2　室 町幕府 とい う 「帝国」そ して メデ ィ ア 環境

　室 町時代，特 に 足利 義満以 降の 室 町 時代 は．南北 朝合
一

に よ

る 公 武合体 に よ り，京都 に よ り大 きな政治基 盤，文化基 盤iが で

きあ が り，能楽 は足 利 義満 の 文 化戦 略 と し て，天皇 か ら大 衆 ま

で あ らゆ る 階級 が 鑑賞す る 機会 を得 る こ と に な っ た。

　川 瀬一馬 は室 町 幕府 の 特 徴 につ い て 次 の よ う に述 べ る
［’1。

「遊 戯 」 の なか に も，庶民 に とっ て の 「教 育」的 条 件 は 豊

か に 実 っ て い た。「最 上 の 吉 日」 を選 ん で 伜 に 「い ろ は 」

を教 え こ も う と躍 起 に な る 父親 の 涙 ぐま しい 努 力 （狂言 ［い

ろは 」），文字詰 ・書 占な ど と と もに あ げ られ る 「祖 父 ・祖

母 の 物語 」（『異 判庭 訓 往来』）な ど も，さ ま ざまに実現 し

た 「寄合」や 集団 的行動 とあ い ま っ て ，庶 民 に よ る庶民 の

た め の 「教育」的条件 を 日常的に 積み あ げて い た とみ る べ

きだろ う。

　
一一

般大衆が 生 活す る た め に 必要 な 口 承 と して の 言葉 を覚 え

るた め の 教 育 は 「遊 戯」の なか に存在 した の で あ る。

　 室 町 時代 に お い て は本 や 紙 とい っ た 「空 間 一拘 束 的」 ない し

「空 間 ・偏 向 的 」 な メ デ ィ ア は 皇 族 ・
貴族 ・武 士 も し くは …

部

の 職 人 な ど限 られ た階 級 だ けが利 用 可 能で あ っ た。

室 町幕 府 は ，初 め か ら中 央集 権 的 な 力が 弱 い 。と言 うの は，

初 め は 南北 朝 で ，吉 野朝廷 と い うもの が
一

方 に存在 して お

ります。勿論，吉野 朝廷の 力は そ ん な に 強くは ありませ ん

が 、三 種 の 神器 を擁 して 勢 い を分 っ て い た 時 代 で あ ります。

それ が 漸 く南北合
一とな っ て ，足利幕府の 基礎 が 決ま っ た

よ うに 見 え ますけれ ども，や は り，足 利 尊氏 兄弟そ の 他足

利 氏 を中心 とす る幕 府 は，どう も集合 体 的 な 要素 を持 っ て

い て．初 め か ら中央 集 権の 力 が 弱 く，武 家 が 力 を合 わ せ て

と い う よ り．力 を分 っ て や っ て い た形 で あ ります 、、そ れが

後 に は 群雄 割拠 ，地方 に 武家 豪 族 が分 か れ て カ を振 う と い

う形 に な りま した 。 その こ と は
一

方に は 日本全 国 に 地 方文

化を 開発する こ と に な り 〔
…
〕

　平 安 時代 ほ ど文学，政 治，歴 史，思 想 な どを含 め た 知識 は 中

央固定で は な くな っ て お り鎌倉時代 か ら 武家政 治 に 移行 した こ

とか ら，地 方 へ と知識 が流 通 し，そ の 流 れ か ら室 町 時代 もまた

地方 に お け る知 識収 集拠 点 が存 在 す る よ う に な っ て い る。

　室 町時代 の 中心 地 は京 都 で あ るが，地 方 の 拠 点 に も階級 限定

で 知識 を紙や本 に よ っ て 流 通 させ る こ とが で きる 状況 で あ る、、

　 印刷 技 術 と して は 禅 宗 の 書 籍 を 印刷 す る の は 主 に 寺で あ り，

京都の 五 山 が 出版 し て い る 。金 沢文庫 を 中心 と し て 前幕府 の

あ っ た鎌倉や，五 山以外 で も出版 は され て い る が，それ らを総

称 して 五 山版 と呼 ぶ
「Sl。五 山版 は木 版 印刷 で あ り，木 の 板 に 印

刷 す るす べ て の 文 章 を彫 っ て 印刷 す る と い う形 式 で あ っ た 。五

山版 で 作 られ る本 は禅 宗 に 関す る書 籍 で あ り，そ の 他 室 町 以前

に 作 られた 文学作 品 な ど も同 じ形式で 出 版 さ れ て い る。

　 識 字階 級 と し て は 貴 族，武 家 僧 とい っ た人 々 で あ り．出版

に よ る 書 籍 を利 用 し て 情 報 を 得 る こ とが で きた の は ，京 都 も し

くは地 方 の 拠 点に す む こ れ らの 階級 の 人 々 で あっ た 。

　農 民 や 漁 民 な どの
一

般 大 衆 の 多 くは まだ 無 文 字 文化 で あ り，

身体パ フ ォ
ー

マ ン ス を 使 っ た 芸 能，そ して 平 曲や うわ さ と い っ

た 冂 承に よ る 伝達 とい っ た もの か ら文学や 事件 な ど に つ い て 知

識 を得 て い た。

　彼 ら の 言葉の 学習 に つ い て 横井清は 次の よ うに 述 べ る
「q’1。

2．3 イ ニ ス ・メ ディ ア論を 室町幕府と能楽 に当て はめ る

　室町 時代，能楽 は 足利 幕府の 政治 と密接 な関係 を持ち なが ら，

観阿弥
・
世阿弥 に よ っ て 大成さ れ た。そ して 政治 と能楽の 関係

モ デ ル は ，後 の 織 田 信 長，豊 臣秀吉，そ して 徳 川 家康 を初 め と

する 徳川 幕府 に よ る式楽，そ して 明治時代に は 岩倉具視 に よっ

て 明治 政 府 に も引 き継が れ るこ と にな る。

　統治 国 と メ デ ィ ァ を考 察 した イ ニ ス ・
メ デ ィ ア 論 は，同 じ く

室 町冪 府 が 利用 した 能楽 と の 関係 を考察す る うえで ，参 照 に適

した メ デ ィ ア論 で あ る。そ こ で ，イニ ス ・
メ デ ィ ア 論 を モ チー

フ に 能楽 が 足利 幕 府 に お い て ど の よ うな社 会 的効 果 を与 え たの

か を 考察す る こ とが で きる D 本論 で は室 町 幕 府を イ ニ ス が 言 う

「帝国」 とみ な し，能楽は 情報の 「輸送手段・輸送ネ ッ トワ
ー

ク」

と して み な す。

　能 楽 は 紙 ・パ ピ ル ス ・
石 とい っ た物 質 メ デ ィ ア で は ない もの

の，知識 を運 ぶ メ デ ィ ア と し て と らえ る こ とが で きる。能楽は

…
つ の 場所 に 大八 数の 観客 を集め る が ，同 時に 地 方の 拠点で も

能楽 師 が移 動 す る こ とで 同 じよ うに 興 行 が 行 え る特 徴 が あ る、，

　集 合 的幕 府 と地 方 自 治 の 共 存 とい う室 町 幕府 の 「帝 国」 の

特性 と，そ の 社 会 に お い て 利用 され た能 楽 と い うメ デ ィ ア に つ

い て の 特 性 を対 比 させ る こ と で 室 町 時代 の コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン

（イ ニ ス の 言う知識 輸送 ）の 様相 を分 析で きる 。

3，先行芸能 と能楽が持つ 知識そ して 時間 ・空 間

　能 楽 の 先 行 芸 能 を研 究 した 著作 と して は能 勢朝 次 ．『能楽 源 流

考
［1
兜，後藤淑 『

．
能楽の 起源

ill］
』「続　能楽の 起源

「1！1
』 に 詳 しい 。

こ れ ら に 基 づ き．以 下 に 能楽 以 前 に 存在 し た 日本 の 芸 能 に つ い

て ，含 ん で い る知 識 や伝 播 性，つ ま り時間
・空 間 の 偏向に つ い

て の 特微 を記 述 す る 。

　こ れ ら の 芸 能 が 含 む知識 は．後に 能楽に 引 き継が れ る こ と に

な る。観 阿弥 は 曲舞 ・白拍 了 な ど直 接 名 優 に 習 っ て 猿 楽 に 取 り

入 れ．世 阿弥 も短歌 や 今様 な ど を幼 少 の 頃 に覚 えた 。 よ っ て 能

楽が 内包 する 知識を考察する とい う観点か ら 見て も これ ら先行

芸 能 を．整理 して お くこ と が必 要 不可 欠 で あ る。
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3．1　散楽と猿楽

　能楽 の 源流は，奈良時代 に唐か ら 移入 した 散楽にあ る 。 散楽

は，曲芸 ，軽 業，奇 術，歌 舞，幻 術，手 品，滑稽 物 真 似 な どの

雑多な 芸能で あ っ た 。 散楽 は正 楽 （雅楽） に対 す る 俗 楽 を意 味

す る語 で，歌舞俳優や 曲芸 ・
奇術 とい っ た 種々 の 要素 を含む芸

能 だ っ た、

　散楽 に は 劇 的 な要 素は な く，宮廷の 行事や 相撲節会な どで 行

われ，主 に平 城京 の あ る奈 良 で 行 われ，後 に 平 安 京 となっ て か

らの 京都 で も しば ら く行わ れて い た が，決 ま っ て 首都 で 行 わ れ

て い た もの で あ っ た。つ ま り、散 楽 は 首都 に 限 定 され，知識 層

にの み 見る こ とが可 能だ っ た 芸能で あ り．散楽 に含まれ た 知識

は 主 に 中国 の 風習 や 芸 能の 様子で あっ た 。

　 そ れ ら は 囗本古 来 か ら の 滑稽 寸劇 と習 合 し，次 第に 芸 質 を変

え て い っ た。習合 と融 合 して い く散楽の 芸 質変化の 中で 出現 し

て くるの が猿 楽 で あ る。

　 平 安 時 代 か ら徐 々 に 猿 楽 が 記 録 上 に 現 れ る ，，1012 年 の 『御

堂 関 白記』 の 記 録 が
一

番 古 い 記 録 と して 存在 し，猿 楽 の 内容 と

して は ほぼ 散楽 であ っ た が，猿 楽 へ 変質 して い く過 度期 で あ る

こ と を 示 し て い る 資料 で あ る。猿 楽 と い う芸 能 は，王 ・陪 従 に

よ る 走 舞 ・曲芸 で あ り，装 束を つ けた 拍子 に 合 わ せ て 舞 を 舞 う

とい う舞楽 に な っ て い る。

　 猿 楽 は 次 第に 地 方 芸 能へ と展 開 して い き，鎌倉 時代 か ら南 北

朝 時 代 に か け て ，越 前 猿 楽，近 江 猿 楽，大 和 猿 楽，丹 波 猿 楽，

山城猿 楽，攝津 猿 楽，紀州 猿 楽 とい う京都 周 辺 の 猿 楽 集 団 が存

在 し，そ して こ れ らの 猿楽 芸 団 の 更 に外 周 を な して，
．
参 州 ・遠

州 ・鎌 倉 ・奥 州 平泉 ・越 前 ・出雲 ・周 防 ・九 州 な ど の 芸 団 が

　 あ っ た 。 こ れ らの 地 域 で 行 なわ れ て い た 猿 楽 は，京 都 の 文化

に直接接する こ とが，伊勢
・
若狭

・
尾州 ・播磨 な ど よ り更に 少

な く，中．央 に お け る 猿楽の 進 晨 か ら と り残 さ れ る こ とに な っ た，，

　今 日，こ れ らの 地域 に 伝え られ て い る 猿楽は，古い 猿楽の 面

影 を残 して い る。特 に，こ れ らの 地域 に猿 楽 を もちあ るい た芸

団 は遊 行 的性 格 を必然 的 に もた ざる を得 な くな っ た た めか，或

い は また ，能楽 大 成前 の 猿 楽者が も と も と遊行 を本 来 と して い

た た め か，或 い は また ，山伏 ・神人 集団 な ど に よ るた め か，遊

行性 が 強 く見 ら れ る。彼等が こ うした 遠隔 の 地域 に 居所 を定め

た の は ，い つ で あ っ た か 詳 し い 時期 は 不 明 で あ る。

　 鎌倉時代
・
南北朝時代

・室 町時代初期，つ ま り．能 楽大成以

前 に，京都 か ら遠 くは な れた 地域 に猿楽 は分布 して い た。また，

遊 行 の 生 活 を送 る 猿 楽 者 ・神 人 ・ll「伏 が 存在 して い た，，鎌 倉 時

代 か ら室 町時 代初 期 に か け て の 猿 楽者 ・神人 ・Il．1伏 集団 の 地方

分散 を考 える と，京都 か ら遠 く離れ た 地 域に ，古い 猿楽芸 が 今

日民 俗 芸 能 と し残 され て い る の は，文学
・
芸 能 に 関す る 知識が

入 手で きな か っ た こ とを示 し て い る。参 州 ・遠州 ・信 少1・卜 越 前 ・

奥 州 中尊 寺 ・毛 越 寺 ・由 陰地 方 な ドで 行 な わ れ て い る 猿楽 が，

田 楽 ・延年 ・神楽な どとい う名稀の も とに 行 なわ れ て い る こ と

も，鎌 倉 ・南 北 朝 時代 に，延年 ・神 楽 珪 日楽 の 中 で 行 な わ れ て

い た 名残 りで あ り，田楽 者 ・神 人 ・山伏 が 猿 楽 を と り人 れ て い

た の が そ の 理 出で あ る
E131。

　 こ の よ うに 散楽 や 猿 楽 は，
一・

つ の 芸 能 に 含 んで い る情報 量 が

限定 され，場 所 を限定 さ れ，全 国 的 な コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ンが 困
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難 であ っ た。情 報 文化 の 面 か ら見 れ ば 非常に 人 々 へ の 影響力

が少 な く儀 礼 や 祭 り，行 事 と して の 社 会 的役 割 に と どま っ て い

た 。

3．2 　その他の 先行芸能 につ い て 田楽 ・今様 ・白拍子 ・曲 舞

　芸 能，と くに 地 方芸能 は そ の 蜴 で しか 行 わ れ ない もの が ほ と

ん どで あ り，こ の 点で 「時間
一
拘束的」な い し 「時 間

一
偏向的」

な メ デ ィ ア で あ る。

　田 楽 は農耕 儀 礼 と して 呪 術 的 意味 を帯 び て 成 立 し，地 方 に お

い て 宗 教 的儀 式 と して 独 自性 が あ る
F
・
L41

。田楽 とい う形式の 中 に

地 方 ご との 祭礼 情 報 を含 んで い る、，よ っ て ，地 方 ご との 「ll楽 の

内容 は直接見 な い 限 り，他 の 地 方に 伝達 され る こ と は ない 。

　今様 は平 安 時代 中期 に 発 生
bsl。今 様 と は 「現 代 風，現 代 的」

とい う意味で あり，当時の 「現代流 行歌 」 と い う意味の 名前で

あ っ た。宮中 の 出来 事な どを歌っ た もの やx 次第に 民衆 に 伝わ っ

た 後 は，彼 らの 生 活 な どを歌 っ た もの な ど もあ る。生 活情報 や

感情 な ど と い っ た もの を歌 に す る こ と で，情報 と して 保 存 して

い る。個 人 の IJ伝 に よ る伝 達 と なる た め，即効 的 な伝 播 性 は低

く，長 い 時 問 を経 て 情 報 が 伝 達 され る。

　白拍 子 は拍 子 が 舞 の 基 本 と な っ て お り，二 句の 短 歌
．
或 い は 四

句の 今様歌 を歌い なが ら鼓に あわせ て 舞 っ た 。 しか し．短歌 ・

今様歌 に あ わ せ て 舞っ た の で は な く，白拍子 に は 白拍子 独 特の

拍 予 と旋律
’
が あ り，そ れ に あ わせ て 短 歌 ・

今様 を歌 っ た。最初

に 歌 を うたい ，鼓 の 拍 子 で 舞 に 入 っ た、、締 めの 時 に，い ろ い ろ

な歌 を うた っ て 締 ま っ た。そ して ，最 後 は 急 調 子 で 踏 み 廻 り．

賀 の 歌 を うた っ て 終 っ た
［1．ff1。白拍子 は 短 歌 ・今 様 と い う情 報 を

含 み，作 品 を音 声 にて 再 生 し，舞 は付 随 した もの で あ っ た。

　平山は 平家物語 を語る 形式で 伝承す る 方法 で ある 。 当道座 に

属 す る 盲 目 の 琵 琶 法 師 に よ っ て 琵 琶 を弾 きな が ら 語 ら れ た 。内

容が 叙事的な の で 「歌 う」と言わ ずに 「語 る 」とい うの で ある、、

こ れ に使 わ れ る琵琶 を平 家琵 琶 と呼 び．構 造 は楽琵 琶 と同 じで ，

小 型 の もの が多 く用 い られ る
117］。

　 曲舞 は 猿 楽の 集 団が 芋社 に 隷 属 して い た 平 安〜鎌 倉 時代 にお

い て，地 方に お け る祭礼な ど で 地 方伝説 や 説 話 な ど を表現 して

お り，寸劇 と し て 機能 し伝承 を 続けて い た。近江
・
河 内

・
美濃

・

八 幡 とい っ た 諸 国の 曲舞師 が
一堂 に 会 し て 京都 六 角 堂 に お い て

技 を競 うとい うイベ ン トが あ り，源平合戦 な どの 軍記物な どを

舞 っ て い る
11Sl。曲舞 に はそ うい っ た歴 史 に 関す る知 識 や 地方 に

関す る 知識 を寸劇 と して 表 現 す る 役 割 が あ っ た。曲舞 の 芸 能集

団 な ど も存在 し，能楽ほ どの 知識 量 は 含 ま ない が ．首 都で も地

方で も知
．
識 を伝達で き る手段で あっ た とい え る 。

　 こ れ ら の 芸 能は 散楽，猿楽か ら派生 した もの で あ り，そ れ ら

よ りも地 方 に 広 ま っ たが，一つ の 芸能 形 式 に 限 られ た情 報 しか

含 め ず，様
．々

な情報 を 日本 全国 に伝 達 す る に は，や は り不 向 き

で あ っ た。しか しエ ン タ
ー

テ イメ ン ト性が 増 し，日常 的 な娯 楽

と して の 存 在感 が 増 した，

3．3　能楽 の持 つ 知識 ，先行 芸 能 と の 違い

　他 の 芸 能 と違 い ，室 町 時代 の 能楽 師 は 演者 で あ る と 同 時 に 能

楽作茄 の 作者で もあ っ た。能 楽師に よ る 作 晶 作 成 の た め の 知識
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収 集 は，そ れ まで の 猿 楽座 や 田 楽座 で 伝 統 的 に 行わ れ て きた 演

目 を引き継 ぐこ とか ら始 ま る が，観阿弥
・世 阿弥で 変化が起 こ

る。観阿 弥 に 文 字 リ テ ラ シ
ーが あ っ た か どうか は っ き りとは し

て い な い が，少 な くと も世 阿 弥 は 能楽 論 を書 い て い る こ と か ら

文字 リテ ラ シ ーを有 して い た。彼 は，平 安〜鎌 倉 まで に作 ら れ

た文 学作 晶お よび 歴 史書 を読 む こ とが で きた ため ，それ らを元

に 能 楽 を 作 る こ とが で きた c，こ の 時点 で ，能楽 に は文 学 作品 や

短歌 ・連歌，歴 史の 知識 を取 り入 れ る こ とが 可 能 とな っ た。

　 また 世阿 弥は 漢文の 読み 書 きが で きた ため ，中国の 思 想 書 ・

詩
・
故事成語 を含 む こ とが で き 「邯鄲 」 な ど を作 能 し て い る。

　 王 冬 蘭 は 能 楽作 品 中 の 中 国 に つ い て の 論 考 を ま とめ た著 作

『能 に お け る 「中国 」』にお い て 「邯 鄲 」「項 羽 」「枕 慈童 」 とい っ

た作 晶が 室 町時代 に 作 られ た こ とを記述 して い る
［191，，

　 地
．
方 の 情 報 を 取 り入 れ る 場 合，能 楽 の 演 目の 題 材 と な る の

は 地方説 話 や伝説 で あ る 。 そ うい っ た 物語 を能楽 と い う身体パ

フ t，一マ ン ス に 保存す る こ とで ，非識字層 に も他の 地方，他国

の 様子 を知 識 と して 伝 達す る こ とが で きる よ うに な る、、

　吉村亨 は猿楽を母体 と し，歌舞的
・
演劇 的要素 を付加 して 生

成 され た能 楽 は 「名所 」 を歴 史的 な風 ヒや環 境 を意識 して 作 晶

設 定 を行 っ て い る とす る
E20］。こ れ は 「名 所 」 を知 識 と して 能楽

に 内 包 し て い る と 言 い 換 える こ と が で きる 、，

　 ま た 世 阿 弥 ・観 阿 弥が 作曲 した 中 に は 「自然居 士 」「卒塔婆

小町」の ように 仏敦的題 材，禅的思想 を取 り入 れ た演 囗に は仏

教 の 教 えや，経 典 な どを含 ん で い る作 品 も存 在 す る、、

　 こ の よ うに 様 々 な既 存の 芸術作品や 旅行，中国の 故 事成 語，

歴 史，地 方説 話，伝 説，仏教 思想 な どを内 包 す る能 楽 は，室 町

時代 の
．．．．
般 大 衆 に と っ て あ る種 現 代 の マ ス メ デ ィ ア の よ うな役

割を 果 た し て い た と い え る だ ろ う。

　 情報文化の 面か ら 先行芸 能 と能楽の 違 い を分析す る と，能楽

以 前の 芸 能は，集 団芸 能 や 個 入 芸 で あ れ ，あ る 地 方に
一

か 所 に

集 中 し た芸 能 で あ っ た り，も し くは 京都 な どの 都市 の み の 歌 謡

芸 能 で あ っ た り．演 技 時 間 の 少 ない 寸劇 で あ っ た り と，そ れ ぞ

れ に含 む こ との で きる 知 識 の 量 ・
多様 性 が少 ない 。能楽 は個 人

で は な く，何 人 か が 集 ま っ て 身体 パ フ ォ
ーマ ン ス を行 う こ と で ，

長 編 ス トーり一歌劇 を行 うと い う室 町時代 以前の 芸 能に は な い

特徴 を持つ 。知識 を複数で 所持する こ とで ，知識の 正 確性
・
保

持 性 ・持 続 性 は 高 くな る、，ま た 能 楽は 全 国 を旅 して 回 る 集 団 と

して 座 を 形 成 して い る の で，知識が 1 ヵ 所 に 固定 され ず，全

国 に知
．
識輸 送 を行 え るた め ，多 数 の 人 々 に学 問 ・芸術 ・道 徳 の

面で 影響 を与 えた c

　 イニ ス ・メ デ ィ ア
．
論 的 に 分析 す る と，そ れ まで の 芸 能 の 「石 ・

粘土 ・パ ーチ メ ン ト」 の よ う な 「時 間 一拘 束 的 」「時 間 一偏 向 的」

か ら，能 楽は や や 「空 間 一
拘束的」「空 間

一
偏向的」な メ デ ィ

ア に な っ て い る n しか し能 楽 は 耐 久性 が 高 く，移 動 性 が そ れ ほ

ど 高 くな い た め 「紙 パ ピル ス 」ほ ど 「軽 い メ デ ィ ア 」で は なし 

4，室 町 時代の 能舞台の種 類

　 室 町時 代，特 に 観 阿 弥 ・世 阿 弥周 辺 の 能舞 台状 況 を把握 す る

た め ，こ れ ま で に 明 ら か に され て きた 能舞 台 の 種 類 を 社 会 面，

文化 面 を 中心 に 記 述 す る。そ の 中 で もそ れ ぞ れ の 時代の 権力

者，そ して 大衆 と の 関係 性 を主 に して 論 じる。能 舞台 と権力 者

が 密接 に 関 わ り状 況 が 変化 して い く歴 史の 始 ま りは，足 利 義満

が 1374 年 に 今 熊 野 神社 で ，観 阿 弥 と世 阿弥 の 笛演 した 猿 楽 を

見物 した こ と に よ っ て 始 ま っ た、、よ っ て ま ず は 能 楽 の 源流 で あ

る，田 楽，猿楽が行わ れ て い た 場所 を検証 し，寺社 との 関係性

な ど を 記述 し，次に 室 町 時代 直前か ら 義満 の 時代 の 能舞台の 状

況 に つ い て の 考察を行 い ．最 後 に室 町 時代か ら 戦乱 の 時代に な

る まで の 期 間の 能 舞台の 状 況 を以下 に 整理 す る。

4 ，1　 猿 楽 と田楽 の 行 われ た 場 所，神 事 能，勧進 能，私 的能

　 能楽 の 源流 と な っ た猿 楽，円楽 は村 落 共 同体 の 農耕 宗 教儀 礼

の
一

環 と して の 行事 と して 催 され，行 われ る場 所は 阻畑で あ っ

た 。こ の よ うな 民 族 信仰 と し て の 農耕 儀 礼 は ，農 村 の 民 衆 の 手

で 催行 され．宮 中の 公の 神事 と して 田楽や 猿 楽に昇格 し，各地

の 寺社 の 法会
・
祭礼の 行事 と して 営まれ る よ うに なっ て も，年

殻の 豊穣 と集 団 の 繁 栄 とを祈 る現 世 信仰 で あ る こ とは 変 わ ら な

か っ た
F211。信仰の た め に 作 られた 場所が，能楽 を行い ，知識輸

送 （イ ニ ス が言 う 「コ ミ ュ ニ ケー
シ ョ ン 1） を行 う能 舞 台 の 原

点 で あ る。

　 寺 社 の 祭礼 の お りに，「神 事能 」 あ る い は 「神 事 猿 楽 」 と し

て 能が催 され る の は，能楽の 廉史 の ご く初 期 か らみ られ る現 象

で ある。能楽が 初期 に お い て 寺社 との 緊密 な関 係の もとに 発展

し て きた 歴 史 を もつ こ とを考 え る な ら ば．「神事能」は 寺社 の

祭礼 に 付随 し て 催 され る もの で あり，能楽の．ヒ演形態 と し て は

も っ と も原初 的 な形態 とい うこ とに な る、、能楽 が 時代 を代 表す

る演 劇 で あ っ た 南 北朝 期 か ら室 町峙代 に お い て は，畿 内 を中心

に多 くの 寺社 で 能 が 上 演 され て い た 。ま た 能 の 大 成 に大 き く寄

与 した 薪猿楽 の 主 体た る 薪能は、幕 末 ま で興 福 寺南大 門の 前 の

芝 の 上 で 演 じ られ た 、，薪 能 だ けが 特別 だ っ た わ けで な く、も と

もと猿 楽 や 田 楽 は 野 外 で 演 じ る こ とが 多 く，神社 の 拝殿 な ど の

屋 内 で 演 じ も したが、特定の 舞台 は 必要 とせ ず，そ の 場所 に合

わせ て 適 宜 に 演 じる の を常 とする 芸 だ っ た
國 。

　 興 福 寺薪 能 は 鎌 倉 時代 後 期 の 1255年 に 記 録 上 の 催 行 が 確 認

され る伝 統 的 な催 しで あ り，大和 猿 楽 四座 （結 崎 ・円 満井 ・坂

戸 ・外 triの 四座）が 参勤の 義務 を負 っ て い た 神事能で あ っ た 、

本 来 は興 福寺の 修二 会
ω

の お りに 催 さ れ た もの で あ り，修 二 会
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 しゆう と

を管轄 し て い た興福寺 の 衆 徒 が法会終了 後 に、法会 で 用 い た

薪 の 残 りを用 い て 行 っ た慰 労の た め の 催 し か ら始 まっ た と考 え

られ，こ れが 「薪能」「薪猿 楽 」 の 名 称 の 由 来 で あ る と関連 付

け ら れ る
「蚓 。修二 会 は 経 済的 な 理 由 か ら 延期 さ れ る こ とが 多

く，その 場 合 は薪 能 も延 期 さ れ て い た が ，そ れ で は 参勤の 役者

や 見 物 を 楽 しみ に して い る 人 々 に気 の 毒 で あ る と い う こ と で ．

南 北 朝 時 代 の 観阿 弥 の 活 躍 す る 頃 か ら は，修二 会が 延 期 さ れ て

も，薪能 は二 月 に 固定 して 催 され る こ とに なっ た，

　 南北 朝期 か ら室 町前期 まで の 興 福寺 の 薪 能 は五 目以上 連続 で

行 わ れ て お り，多 くの 人 々 が 薪能 を見物 して い た 。 能舞台は 当

時 な か っ た もの の ，演 じられ る 場 所 と して の 存在 は こ の 時 代か

ら 存在 す る も の で あ り，見物 人 の 身分 は 僧 や 民衆 で あ っ た 。

　 「勧 進 能 」 の 「勧 進 」 と い うの は ，言葉 と して は，「神仏へ の
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結縁 を 目的 と した宗教 的 な寄付行 為」 とい うほ どの 意 味で ，神

社仏閣の 建設や 修復な どに さ い して ，その 費用 に 人 々 が 「喜捨」

と して 浄財 を寄付する こ と を さ し て い る。当時人 ACが あり，多

くの観 衆 を集 め られ る 能 を興 行 す る こ とで ，そ の 入 場 料 を浄 財

と して 寄 付 に まわ す 上 演 をす る の が 「勧 進 能」 で あ る。

　 こ の 「勧 進 能」は 1339 年 の 糺 州禅 林寺 （幡 河 寺 ）の もの が も っ

と も古 い と さ れて い る。「勧 進 」 と い う 目的 か ら して ，広 大 な

場所 に大勢 の 観客を 集め る 必 妄 が あ っ た。

　勧進興 行の 際 に は，場の ほ ぼ 中央に 舞台 を作 り，芝居 （草や

土 の 上 に じか に 座 っ て 見る 大 衆席）を 隔て て 演能場 の 周 囲 を桟

敷 （
一段 高 く構 築 した特 等 席）で 囲 み ，そ の

一部 を楽 屋 に 当 て．

楽屋 と舞 台 をつ な ぐ通 路 と して 橋 を作 っ た 、そ れが 能舞台 の 原

型 とな り，貴 人の 邸 内 な どに 舞 台 と楽屋 と橋 掛 りの あ る能 の た

め の 設備 が そ の つ ど 用 恵 され る よ う に な っ た が ，それ は 早 くと

もU上阿 弥時 代 以後 の こ とで ，能舞台 と 呼び 得 るほ ど の 建造 物 が

鷲 ら れ た の は東山時代 以後の 可能性が 高い
圏

。

　能楽 が 野 外で 行 わ れ た の は，勧 進 能 に 関 して は 入 を 集め て 開

催す る た め の 大きな建物が なか っ たか らで あり，野外の 広 い 場

所 に 客 席や 仮 設 能舞 台を作 っ た ほ うが 大勢 の 人 を集 め られ たか

らで あ る。もと も と存 在す る 家屋 を客 席 と し，そ の 庭 に仮 設 能

舞台 を 設 置す る と い う流 れ か ら，常 没能 舞 台 は 家 屋 を客席 に す

る こ とが 前 提 で，直 接 能 舞台 と家屋 をつ なが なか っ た と考 えら

れ る。

　 ユ349 年の 四 条河 原 に お け る 田 楽 の 新座 に よ る 「勧 進 能」 は，

3，4 階建 て で 83 間 もの 桟敷が 組 まれ，足 利尊氏 や 二 条良基 も

見物 した大 規模 な催 しだ っ たが ，そ の お りに は大 勢 の 観 客 が 興

奮 の あ ま り桟 敷が 判壊 し．死 者 が 100 人 あ ま りに の ぼ っ た
［蚓 。

　 室 町 時代 で は 私 的 な能 楽 の 催 しもあ っ た。貴 人邸 で の 猿 楽能

賞 玩 の 多 くは，座敷 能 で，腱iで の 猿 楽 も仮 没舞台程 度 の 設備 で

あ っ た 。将 軍 邸 の 庭 に能舞 台 が作 られ る よ う に な っ た の は 室 町

後期 で あ り，そ れ ま で 能 の た び ご とに 仮設 さ れ て い た 舞台が 常

設 の 建造物 と し て 建て ら れ る よ うに な り，「常舞台」の 語 も生

まれ た。観 阿 弥 ・世 阿 弥 を保 護 した足 利 義 満が 建 立 し た金 閣寺

の 能 楽興 行 が そ の 代 表 格 で あ る、、1心 永 15年 3 月 に 後 小松 天皇

の 北 山第 へ の 行 幸 が あ り．北 の ノこ鏡 閣で 犬 王が 舞 っ た 記録 が あ

り，世 阿 弥 もこ こ で 舞 っ た 可 能 性が あ る
L1

。

4．2　戦乱と能舞台　武家能から大衆へ

　下 克上 の 時代 へ と移 っ て い く中，能楽 は戦乱 の 不 幸 を背負 っ

て 立 つ 立場 に あ っ た。世 阿弥 以後 の 能 は，主 と して 観 世 の 音阿

弥 に よ っ て 担 わ れ，応仁 の 乱 の 時代 に は
．
音阿 弥 の 第 七 子 で あ る

観 世 小 次 郎 イF光 （以 f，信 光 ）
 

が活 躍 した 、、能 の 創 成 期 と近

世 に 入 っ て 能が 固定化する 時期 に存在 した信光は 、能 宋界が 幽

玄 化 に 向 か う中，能 楽 を大 衆 に ア ピール す べ く、劇 的 な変化 を

与 え た。杜 会 的 不安 の 増 大 や一一座 の 終 1角的 ・人 的 貧 困 と い う危

機に あ っ て ，将耶 家や 寺社 の 権勢の み に 頼 らず，新 し い 観客層

をつ か ん だ
囲 ．信 光 の 演 じた 演 目は能 舞 台 の 上 で き らび や か で

動 きの 激 しい 風 流 的 な 能 楽 と し て 行 わ れ ，大 衆 の 注 目 を 集め る

こ と に な っ た 。 勧進興 行 に お い て は，能 舞台 の 周辺 に存在す る

大 衆 の 数 の ほ うが，武士 階 級 よ りも遥 か に大勢 で あ っ た 、

一
般
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大 衆 に 知 載 を輸送す る 機会 が よ り増 え た の で あ る。

　 地方か ら首都 の 六し［蔵移動に つ い て は ，山中玲子 が 信光の 子で

ある 観世弥二 郎が 室 町末期 に 「長卿寺」「江島」 とい っ た 地方

を舞 台 に した 作 品が 京 都 に 住 む 人 々 の た め に 作っ た と い うこ と

を指摘 して い る
L蚓 。

　 室 町 時代 後 期，能 楽 とい うメ デ ィ ア は 地方 へ と広 が り．地 方

か ら も知識 を首都 に 輸送 し大 衆 の た め の 能舞 台 お よ び 能 楽 を行

う場 所の 設営 が よ りな され る よ うに な っ た 。

　室町 時代が 終わ り，安土
・
桃 山 時代 を含 め る い わ ゆ る 戦 国 時

代 に お い て は，能舞台 を取 り巻 く環 境 は，将 軍 家か ら地 方武 将

の 保 護 とい う形 に 変 わ り，天 下 を統一
した織 川 凵長 豊 臣秀吉，

そ して 徳 川家 康 に よっ て 再 び権 力者 の た め の 能舞台へ と戻 る こ

と に な る。戦 国 時 代 の 覇 者 で あ る こ の 3 人 は，能 楽 を 自 ら演

じて い た こ と に お い て 共 通点 が あ る。そ うい っ た 能 楽 と権 力 の

関係 の 中で 地力 武 将 に よ る能舞 台 も しくは能 楽 の 行 わ れ る場 所

の 走設，そ して 戦国 時代 に お け る時の 権力者に と っ て の 能楽の

存イ1 と は 何で あ っ た か を 以 下 に考 察す る、t

　 朝倉氏 は 白らが 能楽を楽 し むだ けで な く，民衆が 能楽を楽 し

む た め の 土 壌 を整 えた 代表的 な地 方大名で あ る。

　 戦 国 大 名 の 城 トへ 下 向 し た大 和 猿 楽 座 は 領 主 の 崇 拝 社 や 各

地 の 大寺 杜 に 赴 い て しば しば勧 進 興 行 を行 っ た 、、彼 らが興 行 を

行 っ た寺彳十は，集 落 の 寺 社 に大 きな影響 力 を持 つ 惣 社 で あ っ た，，

演 じ られ た 能楽は その 後 末社 の 祭礼 に も取 り入 れ ら れ る よ う

に な っ た 。能 大夫 の 中 に は 武 十 や 豪 商，豪農 に 能 や 1雜子 ，謡を

教 授す る もの が 現れ る な ど，城下 で 演 じ ら れ て い た 能が 庶民の

問 に も広 く普及 す る よ うに な っ た。福 井 県勝 山市 平 泉寺 町 に 平

泉 寺 が あ る。V一泉 寺 は 戦 国 時 代，朝 倉 氏 の 越前 統
一

に 協 力 し，

越 前 の 白山系 の 寺社 の 惣社 と して 勢力 を持 っ た。

　 1524 年，平 泉寺で は 領キ で あ る 朝倉孝 景が 勧 進 元 と な っ て

「御 神 事流 鏑 馬 」 の 臨 峙祭 礼 が 催 さ れ て い る 。臨時 祭 で は 能 が

盛 大 L 催 さ れ ，朝 倉氏 の 決 済 で 出演 した 猿楽座 に 五 貫文 と太 刀

が 支払われ た。．
平泉寺 の 他 に も，福井県丹生郡越 前町 の 剣神社，

福 井県越 前 氏 今立 町 大 滝 の 大 滝 神 社 で も神 事 の 勧進 元 と な っ

て ，能楽 を後援 して い る。

　 当時 朝倉氏 の 居 城 で あ る
一

乗 谷 で は朝倉 氏 お 抱 え の 地 元 の 越

前猿 楽圧 が 盛ん に 興 行活動 を行 っ て お り，これ ら の 惣社の 祭礼

に は 越 前猿 案座 が 参勤 し て ，城 下 で 演 じ ら れ て い た 能 と 同様 の

能 を上 演 し て い た と考 え られ る 。場所 に よ っ て仮設の 能舞台や ，

常 設 の 能舞 台，また は神社 の 社 殿 に お い て の 演 能 で あ っ た

　 惣社 の 祭礼 で 演 じられ て い た能 は 末社 の 氏子 衆 に よ っ て 習 得

され ，集 洛の 祭 礼 で は 惣 社 と 同様 の 能 が 氏 子衆 に よ っ て 奉 納 さ

れ る よ うに な っ た 。 こ れ に よ り，地 方に広 ま っ た 能楽ぱ
一

般 大

衆 の 身近 な存在 に な る と同峙 に ，能 の 演 じ られ る th所 も集落 に

まで 広 が る こ と とな っ た
tagl。

　 か つ て 地 方武）］　；Jの 一
人 で あ っ た 織 田 信 長 と能 呆の 関 係は 主 に

武
．
上 階級 の 交 流 に お い て 考 察 で きる 。1567 年，稲 葉 城 の

．
斉 藤

たド　 き

龍興 を攻 略 し，居城 を小牧 城 か ら岐．甲県 の 岐 申．城 へ と移 した 信

N は 根 城 に 野 外 の 能 舞 台 を設
．
置 し て い る、、そ れ まで は 气 臣 の 武

将慰 労の た め の 演 能会 を開 い て い た 信 長 は こ の 頃か ら儀 式 と し

て の 能 を頻繁 に催す よ うに な っ た 。 こ れ は 激 しさ を増す覇権争

N 工工
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い の 中 で 能 を外 交 の 交渉 手 段 と して 有 用 な芸 能 で あ る と の 信 長

の 判 断 で あ り，1568 年 に は足 利 義 昭将 軍 宣 下 の 祝 賀 能 を 催 し，

1570 年 には 二 条城 落成を記念 した 祝賀能を開 き，自ら も進 ん

で 小 鼓 を打 っ て い る。また 1575 年 に は戦 乱 で ［
．1．1絶 して い た奈

良興 福寺 の 薪能 を再 興 し，同 年 に は 町 衆 の 手猿 楽 をわ ざわ ざ見

学 して い る。天 下統
一

後 も安土 城に 能舞i台 を作 り，家 臣を歓 待

す る気 配 りを見 せ て い る。

　室町 時代 が 終わ りに 近 づ くにつ れ．能楽は よ り全国 に流 通 す

る メ デ ィ ァ と な り，地 方 と 首都 の 双 方 向 コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン （知

識輸送 ）の 度 合い を増 して い た の で あ る 。

　集合的な 「帝国」 と して 成 立 した 室 町幕府は，首都に お い て

知識 を独 占す る こ とが で きず，知識 は 地方 に 流 出 して い っ た 。

能楽は観客を一か 所に 集めて 知 識伝達 を行う集合的性格の 「帝

国 」 に適 した メ デ ィ ア で あ っ た が，結 果 と して 地方 と 首 都 の 知

識 格 差 を少 な くす る結 果 を もた ら し，特 に 非 識 字 層 の 知 識 保有

量 が 室 町時 代 を 経 る ご と に 増 大 して い っ た の で あ る。

5 ．能楽 によ る知識輸送 の 具 体的プ ロ セ ス

　能 楽 に よ る 知 識 輸 送 の 根 源 的 な部分 は，能 楽師親 子．一座

の 同門 な どに よ る 伝 達 で あ る 。能 楽 師 同士 は 口 承 伝 達，身体 パ

フ ォ
ーマ ン ス に よ る 演 技 に よ る 身体伝 達 を行 っ て い る 。世 阿 弥

以前の 芸 能者 達は ，文字 に よ る伝達 は行 っ て い なv   無論，皇

室
・
貴族階級 とい っ た 識 字階級 の 中 に も祭礼 を行う芸 能者 は い

た が ，彼 ら は 自分の 芸 能の 内 容や 思 想や 芸 能 作品を文字で 残 し

て い ない 。一．．一般 大 衆の 巾の 芸 能 者た ちは非識 字層で あ る と同時

に，芸 術 思想 や 芸 風 な どは一子相 伝 や 芸 能 集 団内 で の 秘 密事項

で あ る こ ともあ り，口 伝 以外 の 伝達 を行 わ なか っ た の で あ る 。

　 世 阿弥 自身 も，作 品 そ の もの の 内容 に つ い て は 能本 と して 残

し，主に芸能論 ・思 想 ・教育論 とい っ た もの を秘伝書 と して著

作 に残 して お り，自分の 子孫 や 娘婿の 金春禅竹 な どに 限定 さ れ

た 知識 の 伝達 で あ っ た 。よ っ て 能 楽師か ら 能楽師に 演 目 を伝え

る と きは，主 に 口 伝 と身体 に よ る模倣 に よ っ て 伝え られ る。

5．1　 知識 移 動 の空 間 ・時間 「能 舞台 にい た る まで」

　能楽作品 そ の もの は，能 楽師に よ っ て 地 方に 輸 送 す る こ と が

で きる 。 観 阿弥
・
世 阿弥，そ し て 当時作品を作 る 能力 〔つ ま り

作 品 に 知識 を含め る 能力 が あ る ） の あ っ た そ の 他 の 能 楽師の 作

品 が，地 方 の 役 者 に 伝 授 さ れ る こ と に よ っ て，知 識 は地 方 に 広

が りを持 つ こ とに な る c，そ れ まで の 芸 能 に ない 長 編 ス トーリー

に よ っ て 多 くの 知識を 日本全 国 に 存在 させ る こ とが で きる よ う

に な っ たの は，観 阿 弥 ・世 阿 弥 以後，能 楽 か ら で あ る。

　 室 町 時代 にお ける 政治 の 中心 た る 京都 か ら地 方 へ ．こ の 知 識

の 移 動は 知識層 た る 貴族，武家か ら農民 を中心 とす る
一

般大衆

へ の 知識 移 動 と対 応 す る。知 識 統合 体 と して の 能楽 （当 時 は猿

楽 と い う呼称 ） は，能 楽 師や 囃 子 とい っ た 猿 楽座 の 移 動 と と も

に 同 じ く移 動す る の で あ る 。知 識輸 送 の た め の 部 品 た る 能 楽師

た ちの
一

団 は移 動 す る もの の ，情 報 その もの は能 舞 台 も し くは

能が 演 じ ら れ る場所で 再 生 さ れ る 。 能舞台 と い う動 か な い 場 所

に お い て 発 信 され る た め ，紙 と違 っ て 集 合 的 な知識 伝 達 で あ る。

　能 楽は，身体 集合に よ り知識 移 動 と知識 伝 達を可 能に して お

り，囃 了
・，地 謡，能楽師 とい っ た 身体 芸 術 の 集合 に よ っ て 成 り

立 っ 芸術 で ある の で ．能楽 とい うメ デ ィ ア に よ っ て 運ばれ る 知

識 もまた 身体に よ る 移 動 で あ る。

　 イ ニ ス 的 な解釈 す なわ ち，紙 （パ ピ ル ス ） と石 の 持 つ メ デ ィ

ア 性 で い うと，こ れ は そ の 中 間に位 罹する と もい え る。紙 ほ ど

の 時 間的早 さは 存在 しな い が，石 の よ うな 中央 集権 的 性格 を完

全に持つ わ けで は ない 。首都か ら地方へ の 情報伝達も時 問 は か

か る が，あ る 種の 集権的 な 性 格 を 持 つ 身体 移 動 に よ る 情 報の 移

動で あ る 。 こ の 性質は，地 方 ・首都に おい て 知識源 に 人 を集め

る とい う，集 合 的 な帝 国 シ ス テ ム に お い て 有効 な もの で あ る。

拠 点 ご とに 能舞 台 あ る い は 能 楽 を行 う場 所 を設 ける こ とで ，一

か所に 人 を集 め る こ とが で き，知 識 輸送 を行 え るか らで あ る。

5．2 演 じる 空 間 ・時 間

　能 楽で 用 い ら れ る メ デ ィ ア は 口承 で あ り，「は な さ れ る こ と

ば 」で あり，厳密 に い え ば 「うた わ れ る こ とば 」で あ る 。

　能楽師は 能舞台 とい うメ デ ィ ア プ レ
ー

ヤ
ー

で 演技
・
舞踊 を行

う こ とで 知識 を視 覚 的 ・聴 覚 的 に観 客 に伝 達 す る、、

　観客 を 1 ヵ 所 に 集 め，一度 に 多 くの 人 々 に知 識 を伝達 す る 。

共 通時 間 を過 ご す こ と に よ っ て 知識 の 共 有 を可 能 に して い る。

　 能楽 は，既 存 の 芸 能 を進化 させ た もの で ，名 残 を残 して お り，

先行芸 能 に慣 れ親 しん だ
一

般 大 衆に も違和 感 な く受 け入 れ られ

た 。 同時 に寺
・
神社 とい っ た 権威の ある 場所で 能楽が 行わ れ る

こ と も，一般大衆 ・貴族 ・武家 そ れ ぞ れ が 能楽に権威 を感 じる

こ とに つ なが っ たの で あ る。観客 は能楽師に よ っ て 演 じ られ る

能 楽 の 演 目か ら情報 を得 る。こ れ は識字層，非識 字層 の 双方に

共 通 す る能楽 に よる 知識 輸 送 の プ ロ セ ス で あ る 。

　識 字 層 に と っ て ，能 楽が 持 つ 情 報 （文学 ・伝 説 ・説 話 ・歴 史）

は，す で に知識 と して所持 して い る場合が 多 く，そ こ か ら何 を

連想す る か とい うこ とが ，彼 ら に とっ て は 重要で ある。す なわ

ち 彼 ら は ，自分 自身で 新た に 情報を形 成 させ る 必 要 が あ り，能

楽はそ の た めの 「触媒」 と して の 作用 を持つ こ とに なる 。

　 天野 文雄 に よれ ば，例 え ば 「金 札 」 「難波 」 な ど とい っ た作

品 に は，当代 賛 美 の性 格 を持 つ とす る
［3u］。こ れ は武士 階級 や 貴

族 階級 と い っ た 情 報 を 大 衆 よ りも多 く持 つ 人 々 が，読 み取 らな

け れ ば な ら ない 情 報 い わ ば 連 想 に よ る情報 で あ る。

　 文 字 リ テ ラ シ
ー
能力を 持た な い

一
般 大 衆 は 能楽の 演 目の 内容

で 知識 を得 る こ とが で きる。彼 らは 能楽の 身体 と1．
．
i承に よ る知

識 輸送 に よ り，聴覚 と視 覚 を使い 知識 を受容 し．頭 の 中に イ メ
ー

ジ を持 っ て 知識 を 保存 す る こ とが 可
．
能 で あ る 。

　 こ の よ うに ，身体パ フ ォ
ー

マ ン ス と 口承 の 組 み 合 わ せ に よ り．

文 字 文化，無 文字 文化 双 方 に おい て 能楽 師 に よ る 情 報伝達 が可

能 に な っ て お り，それ ぞ れ受け取 る 情報 は同 じだ が．文字 文化

の 人々 に は情 報 を さ らに 考慮 して 連 想 しなけれ ば な ら な い 点 に

お い て ，高 等芸 術 と な りえ たの で あ る 。

6．お わ り に

本 論 は 能 楽 を メ デ ィ ア と して と ら え，そ の 時 問 ・空 間 ・偏 向

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japan Information-Culture Society

NII-Electronic Library Service

Japan エnformation −Culture 　 Sooiety

とい うイ ニ ス ・メ デ ィ ア論 の 一部 をモ チ ーフ に して 論 じた 。

　能 楽 は拠 点 集 含 的 で あ り．「重 い メ デ ィ ア」 に近 い が，能楽

以前 の 芸 能 よ りも，情 報量 を多 く含 む こ と がで き，能楽師の 集

団 が 全 国 を 旅 す る こ と か ら．全 国性 を も っ た メ デ ィ ア で あ り，

完全 な る 中央集権 メ デ ィ ァで は な い
。 ど ちら か とい えば 「重 い

メ デ ィ ア 」だが，紙の よ うな 「軽い メ デ ィ ア 」 の よ うに は動か

す こ とが で きな い 。江 戸 時代 に 入 り，紙 に 書 か れ た文 字が 全 国

の 一般 大衆に も流 通 する 龍の 「重 い メ デ t ア 」か ら 「軽 い メ デ ィ

ア 」 へ の 移 行 の 中 問 にあ るの が能 楽 な の で あ る、、

　 室 町幕 府 は 京都 に あ り．知 識層 も京都 に 集 中 して い た 。しか

し守 護大名 の 力 もあ り，完全 なる 知 識 の 独 占を 行うこ とは で き

なか っ た 。 集合体 的 な幕府の 政 治に 対応す る よ うに ，首都 と地

方の 各拠 点 に，能楽 とい う共通 の メ デ ィ ア 形式か ら情報が 伝達

さ れ た c 識 字層 に も情 報 を伝 えた が，紙 と文 字 を利用 で きな い

非識 字 層の 人 々 に とっ て 能 楽 は情報 源 とな りえ た。地方 拠 点集

客 かつ 一拠 点集 客 的 で あ る こ とで ，限 られ た時 間 で 情 報 を多 く

の 人 間 に 伝 達す る こ とが で き，共 通情 報 の 認 識 を 可 能 に して い

る 、，能楽 は，知 識 を伝
．
え るた め の メ デ ィ アで あり，そ の 知識を

再現する メ デ ィ ア プ レ
ー

ヤ
ーと し て の 能舞台 とい う場所が 存在

した 。能 楽 は芸 能と して 観客へ の 娯 楽 を提 供 する とい う役 割 だ

けで な く，社会的に は 他の 地 方の 知
．
識，歴 史 に 関す る 知識 ，中

国 の 故 事 成 語 や 仏教 思 想 を一般 大 衆 に ま で 輸 送 す る役 割 が あ

り，一般大 衆 が よ り多 くの 知 識 を得 る効 果が あ っ た の で あ る。

　 室 町 時代 に お け る 能 楽 の ，今 凵の マ ス メ デ ィ ア 的 な 役 割 に つ

い て の 考 察，能楽の 持 つ 口承，文 学，文字 と い っ た ，書きこ と

ばや 話 し こ とば，うた われ る こ とば とい っ た，口 承文化 と文字

文化 の 視 点か らの 分析，室 町 時代の 滅亡 や 戦 国 武 将 とメ デ ィ ァ

の 関わ りに つ い て の 考察 を今後 の 課題 と した い 。

注

（1）具 体的 な文献 と して は野 上 豊一郎 「能 研 究 と発 見
剛 1，能勢朝次

　「能勢朝 次著作 集
［H2］

』，横 道萬里雄 『謡 リズ ム の 構造 と実技 能…地

　拍子 と技法
Fssl

』，松 岡心平 「宴 の 身体
團

』奥冨利幸 『近代 国家 と能

　楽 堂
圏

」，船 曳建 夫 『「幕 」と 「場 画」に つ い て の 試論
i31iTJ

な ど を参 照。

（2）室 町 時 代 の 区分 の 定 義 につ い て は ，1336 年 の 足 利 尊氏の 征夷大

　将 軍 の 補任 を も っ て 始 め と し，織 田信 長 の 1573 年 の 足利義昭 の

　京都 追放 を も っ て 室 町 時代 の 終 わ りとする 。

（3）能楽 を 記憶
・
編 集 とい う点 か ら考察 し よ うと試 み た 文 献 に南里 美

　 『能〜
記 憶 と文化的 価値

團
』が ある が ，メ デ ィ ア と して の 能楽 に 関

　 して 論述 され て お ら ず，具体 的 に 内包 さ れ た 知識 に つ い て の 記述

　 が 見 ら れ な い の で ．本 論で は メ デ ィ ア 論 で 解 釈 す る先 行 研 究 と は

　 見 な さな い 。
　 しゆう　 lt　 え　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　け　 か
（4）修 二 会 2 月 1 日か ら 14 凵の 悔 過の 法会

（5）観世小次郎信光 ｛永享七 年 （1435 年） また は宝徳 2 年 （1450 年）

　永正 13 年 （1516 年 ）7 月 7 日 ｝は 目 本 の 室 町 時 代 の 能 作者。信

　 光の 作 品 は 、華や か で わ か りや す く劇 的展 開に み ち た もの が 多 く，

　 「船 弁慶 」，「紅 葉 狩 」「鐘 巻 （道 成 寺 の 原 型 ）」「遊 行 柳 」 な ど を作 曲。
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