
所 作 事 の 成 立 とや つ しの 思 想

板 谷 徹

はじめに

『歌舞妓年代記』巻之六, 天明6年 の条に,

所作は諸人に通ふことば。士農工商何れも其所作

あれば也。出家の数珠をくるも。所作をくるとい

ふと秀鶴語り侍る。

とある。これは,「此時中村座大小の舞。三番斐志賀

山に相預 り一流にて此度十代目寿二付中山小十郎相

勤申候」と, 十代 目中村勘三郎襲名の 「弘めの寿」

(『手前味噌』)の際に, 大小の舞の由緒と志賀山流に
ついて述べたあとの記事で, 所作事の名手であった

秀鶴初世中村仲蔵の言葉として伝えるこの一文を,

仲蔵の自著には確かめられないが, 所作事の本質を

考える手がか りとはなろう。この時代, すでに所作

といえば所作事をさしての言葉 となっている。その

所作事を元禄にまで遡って, 仲蔵の言葉の意味する

ところを探ることにしたい。

1

かぶきの術語 としての “所作事”は, 元禄かぶき

において成立した。

この問題の考察は, 役者評判記 ・絵入狂言本 ・劇

書など, この時代のかぶき関係資料から “所作事”
の用例を抽出し, その舞台内容を関連資料によって

補いながら年表化することからはじまるが, 分量の

多さから小稿では所作事資料年表のすべてを掲げる
ことをせず, 適宜, 必要記事を引用するにとどめる。

この資料年表の大部分を占めて中心をなすのが役

者評判記であ?, 元禄の時代は, (撃者評判奪の形式
の固着へ と向 っ揺 藍 期 で あるか ら, どの よ っな内容

を もって “所作事 ”の 語 がか ぶ きの世 界 に定着 して

いっ たかは, この時 代 の役者 評判 記 の推 移 の なか で

考 え る必要 が ある。

役 者評 判 記が, 元 禄12年3月 八文字 屋刊 の 『役 者

口三 味 線』 をもっ て確 立 す る とい う定 説に 従 って,

ひ とまず 『役 者 口三 味線 』以 前の版 行 資料 にお け る

所作 事 の用例 を検 討 したい。

か ぶ き資料 にお け る “所作事 ”の 初 出は, 管 見 に

入 る限 り, 貞享4年 正 月刊 『野良立 役舞 台大 鏡』(以

下 『大鏡』 と略す)の 三例 であ るか ら, まず上方 か

らは じめ る。

職人 の所 作事 と傾城 の 所作 事
『大鏡 』嵐三 右衛 門 の条 に,

(1)一 手 の し らき諸 職 人の もの まね上 手や 何 もさ ま

御 ぞん しの通 たば こ切 かづ らゆ いた ゝみ さ しか

ぢやその外前く いたされししよさ事かず多し
(2)

それ にて 力事 を しはか り給ふべ し

初世 嵐三 右衛 門 は六方 を得意 と した大 阪 の代表 的

な立役 で, 元禄3年 に 没す る。「手 の し らき諸職 人の

もの まね」 と して演 じた煙草切 ・髪 結 ・畳刺 ・鍛 治

屋 を挙 げ, これ を 「しよさ事」 とす る。 この 記事 よ

り約40年 後, 享保13年 刊 『役 者遊 見始 』京の 三世 嵐

三右 衛 門の 条に も,

御 祖 父の大 嵐三 右殿 五 十二年 いぜ ん. 延 宝五 巳

の霜 月. 北 が わの しば ゐにて. 顔 みせ. 丹 波与作

の狂 言に. か ごぬ けのやつ しにて大 当せ られ. 明

る春風 呂の入初 といふ狂 言に. 宮す ぐめ 山伏 床が

み ゆ ひのや つ し. ひ と りして でか され.

と, 籠 脱 け ・宮雀 ・山伏 ・床 髪結 の演 技が 「や つ し」

とされて い る。

元 禄6年 刊 『野 良関相 撲』 の坂 田藤 十郎 の 条に,

元 禄歌 舞妓 のは じま り遠か らねば覚 えた る狂言 と

も多 き中 に嵐三 右が たば こや衆 道 時雨 の傘 なん ど

ゝい ひほの めかせ し狂言 よ りは じめ てや つ し事 多

しといへ ども

とあ るのか らす れ ば, 初世 嵐 三右衛 門はや つ し事 の

創始 者に擬 え られ る こ とが あ り,『大鏡 』には, さき

の 引用 記事 とは別 に,

一や つ し事上 上吉 類 な し と りわけぬ れの や つ しか

をつ き 目つ きに うつす事 ど う もい われず うつ るそ

や

とい われ, また, 『役 者大 鑑合 彩』(以 下 『合 彩』 と

略 す)嵐 三 右 門の 条に も,

士農 工商 のや つ しめ に うつ り心 にの り. また とふ

た りは有 まいそ. 取 わけか み ゆひ たば こ切. た ゝ

み さ し. か ちやお けや の類す ぐれて よし.

と. 嵐三右衛 門は. 「ぬ れのや っ し1と 「士 農工 商の
(3)

や つ し」の “やつ し”の 二つ の方 向 をこ, な した役 者

であ った。 『合彩 』の 同 人の記事 は,「 先 評に 有 し通1
(4)

と,『大鏡 』 な い しはその延 長 にあ る鑑物 を意 識 して

書 かれ た もの であ るか ら,『 大鏡 』の「し よさ事 」つ ま

り 「手 の し らき諸 職 人の もの まね」 は,『 合 彩』に列

挙 され る髪結 ・煙 草切 ・畳 刺 ・鍛 治屋 ・桶屋 の 「士

農工 商 のやつ し」 とい うこ とにな る。

次に 『大鏡 』伊 藤小 太夫 の条 に,
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(2)大 阪で もて はや した る夕 ぎ りの狂 言に お梅 どの

け いせ いの しよさ事 をう ら ゝも見 たが

とあ る。 この所作 事 を演 じた のは小 太夫 では な く,

「お梅 どの 」つ ま り小島 梅之助 の ち に浪 江小勘 と改

名した若女方であ調 天和3年 正月刊とされる 『難

波 の只 は伊勢 の 白粉』 の 浪江小 勘 の条 に も,

夕 ぎ りの し ぐみ は此世 に生 れた るほ どの者 もろ こ

しまで も絵 ざ うしわ たつ て たがへ す賎 の男 まで も

畦枕 に姿絵 をち ぎ り心 の牛 の角 をお つ た とや

と, 小勘 の 夕霧狂 言 は評判 とな った ら しいが, 上演

年 月は わか らない。 夕霧 狂言 の眼 目は, 名妓 夕霧 の

追善 の ため に, 生 前 の廓 の姿 を舞 台に写 す こ とで あ

り. 現在 も 「廓文 章1と して伝 わ る吉 田屋 の場 で の
(6)

藤屋 伊左 衛 門 と扇 屋 夕霧 との傾 城事 に あ った。 『大

鏡』 の 「け いせ いの しよさ事 」 もこの演 技 を指 して

の言 葉 と思 われ る。 元 禄15年 刊 と推 定 され る 『嵐百

人鍾』 には,「 やつ しぬ れ ご と」の「肝 心 」を 「け いせ

いか ひ のい き ごみ 」 とす る記事 に, この 「け いせ い

事 」 を,

もと是 は女 の所 作. それ を. 此 荻 野. 又 は坂 田殿

な ど. 肝心 骨髄 は. 女 が よい物 じや と. し りぬ い

て. 狂 言 に して 見せ らる ゝ故 に. 女 の誠 をた くは

へ. 外 に其 誠 を持 て出て. 見す るに よ り. 上手 じ

や上 手 じや といは る ゝは. け いせ いか ひの 所作 事

か ら. 万 人のほ め物也.

として い るの か らすれ ば, 小 島梅 之助 の 「け いせ い

の しよ さ事 」 も, 「け いせ いか ひ」の客 と傾 城 とのや

り とりを内容 とした もので あ った ろ う。〔諸 職 人の も

の まね」 の嵐三 右衛 門の所作事 と同様 に, 傾城 の 所

作 事 には, た とえば,『 鋸 未』(元禄12)き り波せ ん

じゆ の条 に,

取分傾 城 の所 作 む まれ つ きの太 夫 しよ くあ の よ う

に もうつ る物 か と くつ わ も揚屋 も手 を うつ てが を

お ります

とあ る, 傾城 の座敷 にお け る身の こな し, い わば職

業 的 に身 につけ るべ き立居 振 舞の 美 を写 す こ とを所

作事 とし, また傾 城 の相手 役 であ る立役 とのや りと

りに “ぬれ のや つ し”の 性 格 を もつ のが, この 所作

事 で あ る。
『大鏡 』に は も う一例, 鈴 木平 左衛 門 の条 に,

(3)一 ぬれ のや つ し所 佐事 うつ りて上手 也

の 記事が あ る。 同 人の評文 の前 の項 に は,「や つ し上

手 二て 身の と りまは し り ゝしければ 狂言 よ くうつ り

て お も しろ し」, 次の 項に は, rひ や う しき ゝ二てや

ゝもす れば銭 だ い こ」 とあ るか ら, こ この所 作事 は

「ぬれ のやつ し」 に近 い こ とを思 わせ る。

次 に 『大鏡 』 を改訂 して 翌元禄 元年 に刊 行 され た
『辰 鑑』 には, 道 外 ・南北 さぶ の条 に,

(4)拍 子 き ゝに て所作事 よ ししか しけび て見 ゆ るは

難波 風

の記事 が み える. 南北 さぶ は元禄5年 の 『役者 大鑑 』
(3)

(以下 『申鑑』 と略ず)で も,

(5)諸 しよ く人 の しよ さ事 死 ん だあ らし三 右衛 門 に

式 わ りお ちの上手。

といわ れ, 南 北 さぶ の所作 事 は,『 大鏡 』(1)の 嵐三

右衛 門 の流 れ を汲む もの で あ った。 職 人 の所作 事 と

明 らか に こ とわ られ てい るの は, 嵐三 右衛 門(1)と

南北 さぶ(5)の 他 に はみ られ ぬが, なお この芸 系 は

絶 えなか った よ うで, 元禄10年 『役 者 とも ぐい評判 』,

同12年 『役 者 口三 味線 』坂 の 古今新 左衛 門の条 に,

と もに 「しよ くに んの しよ さ」 とあ り, 宝 永4年 刊
『役 者友 吟味』 坂 ・嵐三 十 郎 の条 には,

此 度顔 みせ桶 や と成. つ きが ん なのか けや う. 顔

とか らだ と手 と一 つ拍 子 に のつ て こそ うつ る共 い

へ. くびが うこいて も手 も とに うつ らぬ. はや つ

し といふに はあ らず. 心 を付 て な され た らよか ら

ふ ▲老人のいわく名 に しお ふ坂 田 山下殿 で も職 人 ご とは む

つか しい物

と,「 や つ し」 「職 人 ご と」 と呼 称 は変 って もこれが

職 人 の所作事 であ るの に変 りな く, 島 その 眼 目は, 顔

と身体 と手 を一 つ拍 子 にのせ て 「つ きが ん なのか け

や う」 の職 人の 手 わ ざを見せ るこ とにあ っ た。

元禄5年 『合 彩』杉 山勘 左 衛 門の 条に は,

(6)此 人所作 事 のや つ し. な るかな らぬか 見 た こ と

な し

とあ る。 同文 が 元禄11年 刊 『三 国役 者 舞 台鏡』 に も

載 るが, 両書 とも,「や つ しの 名 人」(『役 者 口三味 線』

坂)と 評 され る勘 左衛 門 のや つ しに関 す る一連 の記

事 に続 けて述 べ られ た もので, 引用文 の前 文 は,

○男 つ き身ふ りは にね ともや つ しの上 手 な る こ と

死 ん だあ らし三 右衛 門 に ゝた り

とあ り, 観客 の期 待 した勘 左衛 門の 「所 作事 のや つ

し」 は, 嵐三 右衛 門の 所作事(1)を 念頭 に お いた 内

容 であ った ろ う。 『合彩 』の 翌年, 元禄6年 『野良 関

相 撲』 に も, 実事 は不得 手 で あ った と述べ たあ とで,

其 外 は何 事 もよ し所作 事 は のけ てお いて

ともみ えるが, 元禄12年 『口三 味線返 答役 者 舌 鞍』

坂 に,

拍子 事不 通 にな らぬ といふ に あ らず. よ しあ しは

か くべつ. や つ しの あ しらい にお りお りや らる ゝ

ぞ

とあ って, 前 引 『役 者友 吟味 』嵐三 十 郎 の 「桶 や」

の 「一 つ拍子 にのつ て こそ うつ る」「や つ しゴ と同様,

勘 左衛 門のや つ しに は拍子 事 が伴 うこ とが あ った。

地 芸 か ら所 作 事へ

元禄5年 『申鑑』 荒 木与 次兵衛 の条 に,

(7)○座 頭 に しては その ま ゝの よ も市。 そ のほ か所

作事 まで生の座 頭 をみ る心 ち しよ くうつ りてお

か し

とあ る。 元禄8年 刊 江戸 『役 者 大鑑 』(以下 『江戸 亥

鑑 』 と略 す)に も同文 がみ え, また同書 の敵 役 ・藤

田所 三 郎 の条 には, 一

-11-



(17)取 わ けや まぶ しに な られて は. さなが ら大 きや

うゐん と もいふべ き. 御 や まぶ しを生 で見 るこ

ゝち して能 しよ さご とまで よ くく っつ さ る ・

の記事 が み える

与 次兵衛 は 「武道役 をお もて とせ らる ゝ」(『合 彩』)

役 者 で, す で に高齢 の ため に 「当風に むか ぬ」(『申

鑑 』)芸で あっ た ら しいが,「座頭 の まね 浪 人草履 と り

奴諸 事 うつ る事 明鏡 の ご とし」(『野良 関相撲 』)と,

やつ しに類 す る これ らの 演技 は, い くつ か の評判 記

に串 る与兵衛 の得 意芸 であ った。 元禄7年 『や くし

や雷 』 の同 人の 条に は,

(18)又 しよさの いゑ とは 申せ共 江戸 二 しよさ名 人 ち

う をとぶほ どか ろ き上 手有 尤か なや 江戸 二て じ

つ事 の名 人 あれ ば しよ さ事 か なはず 又 しよさの

名 人あ れば じつ事 す ぐれず お よそ此 人 は しよ さ

じつ 共 二万事 か ねた る人 なれば 是 ぞ名 ＊と や い

わめ

と, 与次 兵衛 の 江戸下 りの評文 にみ え る。 江 戸の 所

作事 につ い ては後述 す るが, ここで 「しよ さのい ゑ」

とされ る与次 兵衛 の舞 踊面 の演 技 では,「ひや うし事

名 人也 」「いか に して もひや う しこ まかに して よ く舞

に うつ る」(『申鑑』),「舞 ひや うしご と上 手也 」(『江

戸亥鑑 』),「大 口着 て の拍子 まひ」(『口三 味線返 答役

者舌 秘 坂)と, 拍 子事 や 本間 がか りの拍 子 舞 を得

意 として い た ら しい。
一方, 江戸 の立役 で,「此 人古今 に まれ な る半 ど う

けの か い さん」(『野 郎役 者 風流鏡 』)であ る藤 田所三

郎は, 同 書に,

藝 か ろ<と してお も しろ きふ うな り第一 ら う人

か た また は悪 人馬か たせ ん ど うさい ご う もの に と

りわ け よ し

といわれ て いる。 与 次兵 衛 ・所三 郎 のやつ し とい う

べ きい くつか の役種 の得 意芸 の うちで, 座 頭 ・山伏

につ いて は地芸 と ともに その所作事 に も「うつ る」、と

い うこ とが要求 され て い るのは, この時期 に, 座頭

や 山伏 のや つ しの延 長 に その所作事 が 考 え られて い

たか らであ る。

女 方 と所 作 事

元禄5年 『合彩 』女 方 ・藤 田吉三 郎 の条 に,

(8)〇 ぬれ のつ めひ らきその ほか しよさ事 まで しつ

と り として お もひい れふか し

また, その あ とに,

(9)む まの年 大 さかへ くだ り. あ らし座 のか ほ みせ

役 者の りあい舟 のせ りふ しよさ事 をみ ては.

とあ る。 同書 に はべ つ に,「舞ぶ りあふ ぎの手 げ いの

しだ しに ゝてば しや れ ぬ ところ あれは. うちつ いて

よ し」 とあるか ら,『合 彩 』の評 者 の意識 に は, 所 作

事 と 「舞」「あふ ぎの手 」 は区別 さるべ き もので あ っ

た。 同 じ 『合 彩』 の萩 野左 馬丞 の条 に,

(10)そ れ女 が たに上 手 の い るこ と家 ら うの女 ば うま

たは 中人のぬ れ事。 其 外所 作事 身 を使事 に有 て

おひめ さま役 に上 手 のい る事 な しお ひめ さま役

をつ とむ るはみ すの うちにて うつ くし く見 え。

あふ ぎの手 す こしなつ て琴 な どをひ きた まへ は。

その役 目つ とま りや す き としるべ し

と, す で に この時期 の女方芸 の成 熟は, 舞 ・扇 の手

に と どま らず所 作事 を要求 してい た。 その具 体例 が,

元禄 を代表 す る二 人の女方一 芳沢 あやめ と水 木辰之

助 の所 作事 で あ る。

元禄8年9月(10月 とも)京 ・早 雲座 上演 の 「水

木辰之助 饅 振舞 」の 絵入 狂言本 の 内題 に,

(11)て い しゆ方 大 和屋甚 兵衛 しよ さ事 仕候

と, 水 木辰 之助 の江 戸下 りの名 残狂 言 に亭主 役 を勤

め る大 和屋 甚兵衛 が, 丹 波国安 達家 の 当主数 馬 に扮

し, 有 馬 の湯女 ふ ち水木 辰之助 との怨霊事 の所作事

を演 じて い る。安 達 家の横 領 をた くらむ 悪 人一味 に

よ って数 馬の命 に よる と謀 られて殺 され た湯 女ふ ち

が, 恨 み を抱 いて数 馬の もとに死霊 と して あ らわれ,

お藤安 達 の君 の手 を執 れば. 数 馬は死 霊 もろ とも

立上 り. 歌 うつ 舞 うつ. 笑 うつ泣 いつ 様 々に. 又

苦 しむれ ば安達 の 君. 前 後失 ひ伏 し給 ふ。

とい う場 面 で ある。

元禄14年 冬刊 とされ る 『嵐百 人婁 』に も,

○有 馬の ふ ち. 死霊 付 た る思 ひ入. 屋 敷 の もん に

祈 濤 の札 の. は り付 て有 しを見て. うん とい ひて

刀に そ りを打. くるひ 出 し. 長 々 と した る所作事

見事. と りわ け此 狂言 は. 京 にて 甚兵衛 いた され

し故. 大坂 に て. 此 嵐三右 が い た され し と. 引合

て見 しに. いつ れ もこか くの上 手藝. しか しをん

りや うの と りつ い た る. 身ぶ り所 作事. 難 波の む

め の. 香 ば し くとそおぼ ゆれ.

とみ え, この上演 年 月は不 明 だが, いず れ も, 大和

屋甚 兵衛 ・二世 嵐 三右 衛 門の扮 した安 達数 馬の所作

事 であ っ た。
『嵐百 人婁 』は嵐 三右衛 門の個 人の 評判 記 では ある

が, 右 の引用 記事 の挿 絵 に,「 あ りまの ふ ちのげ い」

とあ りなが ら, 「あ ら しお んれ うの しよさ」 「手か け

しれ うつ きた る身ふ り」 と, 安達 数 馬の みが 描か れ

て, ふ ちの姿 が見 え ない のは, た とえば 『酉 鑑』 の

竹 島幸左 衛 門に,

其 外死 霊 の付 し物狂 さ りとは上手げいの至也此死霊

十 人が 九 人迄 は くわ しや 形の 物 まね に成 さ うな所

然 るに幸左 衛 門げ いの はなれ 口 で女 といふ きを も

たせ春 霞 な る立 振舞 さ りとは名 人 とか ん じ入て

とあ るよ うに, 怨 霊 の所作事 が, 「をん りや うの とり

つ いた る, 身ぶ り所作事 」「死霊 の付 し物 狂」 な ど,

愚か れ た者 の愚 く者 を物真似 す る芸 で もあ ったか ら

で あ る。

もちろん, これは水 木辰之 助 の所 作事 で もあ って,
『申鑑』 の 同人 の条 に,

(12)○諸 げ い死ん だ上 村吉 弥が仕 出 しに似 て もの事

り ゝし く見 え。 や つ ししよさ事 が名 人 ひつ じの

年娘 おや のか た き うちに あ りまのふ じ と云湯 女
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になつ て あ く人がか ね と りに きた時 さまく こ

わが る身ぶ り。 つ ゐに は き りころ され死 りや う

となつ て あた ちかつ まにつ きし身 のは た ら き。

そのほ か あ く人 をせ め るい きほ ひ さて もほ うび

せ ぬ人 は なか りけ り。

とあ る。(『合 彩』『三 国役 者舞 台鏡 』 に も同文)「娘 親

の敵討 」は,「 水 木辰 之助 饅振 舞 」の 元禄4年 の初 演

の外題 で, この 狂言 の評 は文 脈か らす れ ば,「やつ し

しよさ事 」 の具体 例 として挙 げ られ た もの であ る。

元禄10年 京 ・早 雲座 上 演 「面 向不背 玉 」 の絵 入狂

言 本 に も, よ し沢あや め の評 に,

(13)此 度 あ まに成 て. だ い りで うろつ く事. へ たの

な らぬ事. 又玉取 の しよ さ事. さ りとはが をお

つ た.

とあ る。 この場面 は能 「海士」 の玉 ノ段 を下敷 とす

るが, 芳沢 あやめ の海 女 みつ しほ は生 きて面 向不 背

玉 を海底 か ら取 り戻 し, 竹 島幸 左衛 門の鎌 足 と帝 の

前 で, 「玉 を取 かへ した るや うす を二 人 して まなび給

ふ しよさの所 」(挿絵)に か ぶ き化 の趣 向が あ る。 挿

絵 に よれば, 幸左衛 門が 「か また りの 大 臣 まひ給 ふ」

と道行 を舞 い, あや め は 「あ まみつ しほ しよさす る」
わざ

と 「玉取 の しよさ事 」 で, あ まの業 をやつ し として

みせ る。

元禄11年 『三 国役 者 舞 台鏡』 で は, 大 阪の女 方玉

川半 太夫 が

(14)玉 川 先 し よさ事 の名 人女 しや う レ にて しり給

へ

と, 女狸々の所作事も, 能をかぶき化したところに

やつしの精神が働いている。

江戸の所作事
一方, 江戸では, 元禄6年 刊 『野郎楊弓』が所作

事の初出で, 二例みえる。

まず荻野沢之丞の条に,

(15)いまをさかりとさくや此春ひとの心もうかれめ

や参宮はる駒君がやつしの女馬士 うきにういた
しかた

るしよ さこ とは千両 くれて も似 もな るまひ

とある。 沢之丞 の所 作事 は 「やつ しの女 馬士 」 であ

った。

また谷 島主水 の条 に は,

(16)殊 にか ね そな はつ た舞 の手道 行 しよ さ事 ぼん り

よの評 に及 はす わ けて十 二 たんく の念者 いつ

もといへ ど今 度 あ そばす しよ さ事 是 又 出世 上 る

り 略 の つ し り とした しよだ ん よ り後 の

床 入 までお もく し く九 重の 帳 の内 に よ りか ゝ

りお もはせ ふ りの御 しな し人間 とは み 申 さす

この 「十二 た んく 」 は, 同書 ・藤本 門之 丞 の条に,
「中む ら芝居 に立 よれ ば お りふ し十 二 だん の もなか」

とある 「十 二段」 の 狂言 で, 元禄7年 刊 『役 者 節用

集 』 の門之 丞の 条に は,「此 君 いつ ぞや 十二段 の時分

れ いぜ い 二な り給ふ に」 とあるか ら,「 浄瑠 璃 十二

段 」 のかぶ き化 であ る。「のつ し りとした しよだん よ

り後 の床 入 まで」 の場 面 は, 主水 が 浄瑠 璃 姫 を演 じ

た こ と を指 しての よ うで, 牛 若 との ぬれ事 にこの 所

作事 が あ った とみ られ る。

主 水 は, 「傾 城事 は。 開 山 とよばれ 」(『雨 夜三 盃機

嫌』), 貞享6年 には 坂 田藤十 郎 との 夕霧 狂 言 に評判

を とり(『役 者 桜 木曝 』『合 彩』『申鑑 』),「け いせ い ご と

に なつ ては死 ん だ小 太夫 己後 の 名人」(『申鑑』),「 と

か くけ いせ いに なつ ては 谷 じま主 水 と両 わの 太夫」

(『申鑑 』椹 辰 之介)と いわれ た。 十二段 の所作事 も

こ の傾 城事 の 流 れに あ る もの だ ろ う。

また主水 はやつ し をも得 意 と し,「女 ゆ りわか 」の

狂 言 に 「むか しよ りあのや うなやつ ししこな した ま

ふ 人聞 たこ となけ れ ば此 人大名 人に きわむ 」(『古 今

四場居 色競 百 人一 首』)とあ る。 元禄8年 『江 戸亥 鑑』

に も,

(19)第 一 ひん しや の女房 な どに用 て. あか まひ だれ

させ ての。 し よさご とど うもまね もな らぬ上 手

な り.

と, や つ しの所 作事 を伝 えて い る。 しか し, この引

用 記事 の あ とには,「 そ う じて まい ひや うし事. お も

わ しか らず 」 の記事 が あ り, 同 書の勝 山水 戸 の条 に

も,

(20)ま つ もつ て 口上 のつ め ひ ら き. しよさ事手 お い

お ん りや う事 大 かた に似せ らる ゝ. あ る人の云 ク

此 人上手 は じや うず なれ 共. か けめ有 リ第一若

女が た のお も とす る. 舞 あふ ぎの手お もは しか

らず.

とあ り, さきに 『合彩 』 の藤 田吉三 郎(8), 萩 野左

馬丞(10)に 見 た通 り, 所作事 と舞 ・扇 の手 の 区別 は

大 鑑 系の評 判 記の 姿勢 で あ った よ うだ。

江戸 の評 判 記に おけ る所作 事 は, (15)-(20)の ほ

か に も, 元禄7年 刊 で各役 者 の得意 芸 だけ を箇条 書

きに した 『役 者 節用 集』 の

若 女方 ・荻 野 沢之 丞, 松 島 半弥, 勝 山 みな と,

谷 島半太 夫

同年 『や くしや 雷』 の,

若 衆方 ・松 本類 之介, 立役 ・宮 崎伝吉

『江戸亥 鑑』 の,

立役 ・宮崎伝 吉, 山中平 九郎, 松 本半 左右 門,

敵 役 ・中村伝 九郎, 若 女方 ・松 島半 弥, 若衆

方 ・桜 山林 之 介
『役 者千石 麓 』 の,

立役 ・宮 崎伝 吉

な どの各 条 にみ え るが, 所 作事 の 内容 を窺 うに 足 る

もので はな い。

本稿 で検 討 の対 象 とした(15)-(20)の うち,『野郎

楊 弓』 のG5)(16)は, 荻野 沢之 丞が 京坂 で 活躍 のの

ちに 元禄5年 に江 戸へ 下 り(同 書 に 「旧冬 馬お りの

翌 日よ り江戸 中に 名 を しられ」とあ る), 谷 島主水 も

「む まの霜 月 よ り末の10月 までお江 戸 しば ゐのつ と

め 」(『申鑑 』)と元禄4年 末 の江 戸下 りに 間 もな い記

事 で あ る。(16)に は 「出世 上 る り」 と浄瑠 璃 地の 江
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戸 の所作事 の特 色が 認め られ て も, (15)(19)は 上 方

の 所作事 を江 戸の 舞 台へ 持 ち込 んだ もの とみ て差 し

支 え ない。

また荒 木 与 次兵衛 も上 方役 者 で, (18)で 与次 兵衛

を 「し よさ じつ 共 二万事 か ねた る人」 とほめ てい る

の は, 江戸 の所 作事 では,「江戸二 しよ さ名 人 ち うを

とぶ ほ どか ろ き上手 有」 と, そ の内容 か ら所作事 と

実事 を兼ね るこ とが 考 え られなか っ たか らにほ か な

らな い。

しか し, 江戸 役者 に よ る江戸 の所作事 の 内容 は, 

藤 田所三 郎(17)に しか知 れず, しか も 『江 戸亥鑑 』

が 京都住 居 の明石 貞雲 入道(同 書 凡例)が 江戸 の舞

台 を 『役 者大 鑑』 の 体裁 で作 して京 都 の書犀 か ら版

行 した もの で あ り, 所作事 の 内容 も荒木 与次 兵衛 の

座頭 の所 作事 に類 した 山伏 の所 作事 で あっ た。

結 局, 口三 味 線以 前の 『野郎 楊 弓』『役 者節 用集 』
『や くしや雷 』 な ど江戸 出版 の評判 記 にあ って は,

所作事 の 語が 用 い られて も, 上 方 にみ られ るほ ど明

確 な主 張 は認 め られ ず, この時 期 に限 っては, 江 戸

の所作 事 の特 殊性 を捉 えるため に,“所 作事 ”の語 は

評 判 記の なか で働 い てい ない とい うこ とに なる。

2

以上検 討 して きた元禄12年 『役 者 口三 味 線』 以前

の 所作事 の 内容 の特 徴 として, それが 略や つ し"の

性格 を帯 びて い るこ とは異論 の ない とこ ろだ ろ う。

た だ しこれ 以降, 次 第 に所作事 の 内容 が拡大 して い

く一 方, 職 人 の所作 事 はむ しろ 略や つ し"の 語 に落

ち着 くこ とに な る。

職 人の所 作事 が はた して舞 踊 であ ったか には疑 問

が あ る。 元 禄13年 に中 ノ上(『役者談 合衝 』)の立役 村

山平右衛 門 は,

此 度 日用姿 にて あげや へ行. なげふ しでか べぬ ら

る ゝや つ しよ し. (『役 者万年 暦』坂)

と, 遊 里の 流行 唄 であ った投 節 を伴 っての 左官 のや

つ しを演 じて い るが, 他 に資 料の な いい ま, 職 人の

所作 事 は この程 度の もの で, 舞踊 としての 充分 な内

容 は備 えて い なか った と推測 され る。 しか し, その

約10年 後に立 役 嵐三 十郎 が演 じた

中に は石持 と成. 音羽 殿 にな わかけ られ てのせ り

ふ. すが た計. や つ し芸 といふ程 の事 な し(正 徳

6『 役 者 願紐 解』 坂)

の 演技 で, 「士農 工商 のや つ し」の表 現 の眼 目が 「す

が た」 には なか った こ と, す でに(5)の 職 人の所 作

事 の参考 に 引用 した, 宝 永4年 の おな じ嵐三 十郎 の

桶屋 のや つ し(『役 者 友吟 味』坂)が,「 つ きが ん なの

か けや う」 に あ り, しか も 「顔 とか らだ と手 と一 つ

拍子 に のつ て こそ うつ る」 といわ れて い るこ とか ら,

職 人の所 作事 が 舞踊 といえぬ まで も, 職 人の業 とい

う身体表 現 をみせ る ところ にあ った こ とが わか る。
“所作 ”には, 職 業 の語義 が近世 には あ った。 元 禄

3年 刊 の 『人倫 訓蒙 図彙』 序文 に, 刊 行 の趣 旨が次

の よ うに述べ られて い る。

上 貴 き公卿 よ り庶 人の賎 きに いた るまて の其所 作

を くわ し く家 々 に尋 て来由 をた ゝし……

題 簑の角 書に 「所作 入/由 来 入」 とあ るの は, 文 章

で由 来 を語 り,「所 作 入」として さ まざま な職 業 の所

作 を挿 絵 で示す こ とで あっ た。 近世 の職 業 の意 での
“所作 ”の 語 には, 職 業 に 固有の手 わ ざ一練 達 した

職 業的動 作 を動 態 にお いて捉 え る語 感が ある。

従 って, もはや職 人の 所作事 が舞 踊 であ るかの 詮

索 は必要 ない。 む しろ 「諸 職 人の もの まね」 つ ま り

や つ しをさして所 作事 としたことが重要 で, 所作 事 は

その成 立時 に, 職 人の身体 行動 の表現 を もって, そ

の動 きの世 界 を発見 し,“士 農工 商 のやつ し”“ぬれ

のや つ し”の 「や つ し」 で捉 え られ る近世 の行 動文

化 の方 向 に舞踊 としての展 開 を果 して いっ た とい う.

こ とに な る。

元禄か ぶ きの劇 的世 界 は, 武士 の社 会 の御家 騒動

を狂言 の筋 立の骨 格 とす るが, そ こに盛 り込 まれ る

さま ざま な演技 の局面 は,

夫 芝居 は常 住不 易 の色里 に して, 男道 の惣本 寺,

濡 事 の談林 其 外士農 工商 の い き道理 を見せ 悪 を懲

し, 善 を勧 る媒 なれ ども, (元禄16『役者 御前 歌舞

妓 』 江 ・開 口)

と, まず 「男道 の惣本寺 」「濡事 の談林 と」 と, 道や 女

道一 遊里 の “ぬれのや つ し”の 世 界 であ り,「士 農工

商 のい き道理 を見せ 」 とす る “士農工 商 のや つ し”

の世 界 であ った。 この 二つ のやつ しの世 界 こそ, か

ぶ きが獲 得 したす ぐれ て近世 的 な劇 的世 界で ある。

この よ うな環 境 のなか で形 成 されてや つ しの性 格 を

荷 った所 作事 は, や つ しの行動 的 な表現 にその 本領

をもって い た。

嵐三 右 衛 門がやつ し事 の創 始者 に擬 え られ た よう

に(前 引 『野良 関相 撲』), や つ しは本 来立役 の もの

で あっ たが, 元禄 には女 方 の芸 に も加 え られ た。 元

禄15年 に 江戸 の若女 方上 上 の沢村 小伝 次 は,

此君 藝子 の御 隠居 さる程 ご ざつ て. 諸 藝功 者 に し

て. しか も色 をす て ゝの働 ゆへ. 下賎 のや つ し事

よ くうつ り侍 る. (『役 者二 挺三 味線』 江)

とい われ, 同書 は また女 方のや つ しにつ いて,

大方 の 女方. やつ しはそれく にめ さるれ共. お

子 の そ こね る を きの ど くが りて. た うふ な ど買に

い た り. 夜 発な どに は思 ひ切 て得 な られ ぬ. 身 を

か ばは る ゝに よつ て. おのつ か らやつ しうまふは

うつ らず. 此 君 はそ んな色 気 をさつ て. 思 ひ切 て

な んで も其や つ しの. 身に は まつ て な さる ゝゆへ

に. か くべつ うつ りてお もしろ し.

とい う。 若女方 と若 衆方 は前 代 まで傾城 と等 し く衆

道 の対 象 として座敷 を勤 め た余 風か ら,「お子 の そ こ
のね る

」 やつ しを忌 んだ こ とが あ った。

立役 のや つ しは,

や つ し方 といふ者 は. 何 二 もか も. それ相 応 に風
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ぞ くをうつす を. やつ し方 と云 ひそふ な物也. 今

いふや つ し方 といふ は. 色事仕 の部 な り. (宝暦6

『布袋 歴 』竹 田百松)

と, 時代 が下 る と “士農 工 商のや つ し”は 忘 れ られ

て “ぬれのや つ し”の み が色 事仕 とい う役 割 に まか

され るよ うに なる。 “士農 工 商のや つ し”は 「風 ぞ く

を うつす 」 「下 賎 のや つ し事」で あ り, 色 を演 技の表

に たて た若女 方や 若衆 方 の わ きか ら出た, 風俗 を う

つす 立役 のや つ しの演 技 に よっ て, 元 禄か ぶ きの表

現 の底辺 が拡 大 され た。 舞踊 に あって も, 野郎 かぶ

きの女方 の舞 の流 れ に, 元禄 の初頭 に 立役 がや つ し

を持 ち込 む こ とで, は じめて 所作事 とい う, 新 しい

動 きの世 界 を発見 す る こ とに な る。 しか しい くば く

もな く, 所 作事 は怨霊 事 として, ふ たたび女 方 の専

有 とみ られ る方 向 に向 う。 と ともに, 所 作事 は,「つ

れ まひ」「ひや うし事 」「六方 」「道 行」(元禄12『 口三 味

線返 答役者 舌勒, 元禄13『 役 者 万年 暦』, 元禄16『 役

者 御前 歌舞 妓』)をも含 む言 葉 とな り, 元禄13年 『役

者 万年 暦』 江 ・上 村吉 三郎 の 条に,

しか し顔 みせ は しよ さ事 計.

とす るそ の具 体 的 内容 を, 「道行 まはれ し舞」 「笠 お

ど り」 「し よさ ご と」「扇 の 手」 「ひや う し事. 物 ぐる

ひ」 とす るな ど, 所 作事 の 内容 は著 し く拡 大 され る。

元禄12年 『役 者 口三 味線』 以 降の, 所作 事 の大部

分 を怨 霊事 が 占め, また所作 事 の語 が, それ まで区

別 して きたほか の舞 踊 的演 技 まで を包摂 す る とい う

二 つの傾 向 が顕 著 にな るの は, や は り大鑑 系 の評判

記 と, 『役者 口三 味線 』以 降 の八文 字屋 系 の評判 記 と

の 間に, 書 き手 の意 識 に変 化 が あ っ だ ゆ え であ ろ

うが, 大鑑 系の評 判 記作 者が お さ えた所作事 の 本質

が, なお その後 の所 作事 の性 格 を規定 す る もの で あ

った こ とは, 冒頭 に 掲 げた 中村仲 蔵 の言葉 に よっ て

わか る。

ここでは, 成立 時 の所 作事 の 内容 と語義 を検討 す

るこ とで, か ぶ き舞 踊史 の一 つの 見通 しが得 られ る

の では な いか とい う指 摘 をす るに とどめて お く。

注田 鳥越文 蔵 「役 者評 判記 の役 割一伝 統 的役 者評判

記論 に そって 一」(『伝 統 と現代』4)

(2)享保 末年 ま での役 者評 判記 の 引用 は, 『歌 舞伎評

判 記集 成』 に よ る。 ただ し旧字 を新字 に 改め た。

傍 点 は筆者。 また, ここ に数 字 を付 した所 作事

の資料(1)-(20)は, 元禄12年 以前 の 略所 作事"

の用例 のす べ て では な く, 内容 が 多少 と も窺 え

る もののみ で あ る。

(3)“やつ し”に つ い て は, 郡 司正勝 「戯 曲 の発想」

(『かぶ きの 発想 』), 原道 生 「『やつ し』 の浄瑠 璃

化 」(『文 学』 昭50・6)6・7頁, 荻 田清 「藤

十 郎のや つ し」(『文 学 ・語学 』80・81)参 照。

四 『歌舞伎 評判 記 集成 』所 収 の鑑物 あ るいは 大鑑

系 の評判 記 は次 の通 り。

貞享4『 野 良立役 舞 台大鏡 』(『大鏡 』)

元 禄1『 役 者辰 鑑』(『辰 鑑』)

元禄5『 役 者大 鑑合 彩』(『合 彩』 一 元禄3年 と

5年 の評判 記 の合 成。 武井 協三 「『役 者 大鋸合

彩 』 の成立 」一 『芸能 史研 究』56一 参 照)

元禄5『 役 者 大鑑 』(元禄5-8年 の評文 を含み,

それ ぞれ 『申鑑 』『酉鑑 』『戌鑑 』『亥 鑑 』とす る。

宮 本瑞 夫 「岩瀬 本 『役 者 大鑑 』 の成 立」一 『日

本 演劇 学会 紀要』15一 参 照)

元 禄8『 役 者大 鑑』(『江戸亥 鑑』)

元 禄10『 役 者大 鑑』

元禄11『 三 国役 者舞 台鏡 』

元禄12『 役 者千 石麓 』

これ に対 して, 元禄12刊 『役 者 口三 味線』 以 降

の もの を, か りに八文 字 屋系 の評 判 記 とす る。

個 愛媛 近世 文学 研 究会編 『評 釈 難 波 の只 は伊勢

の 白粉』73頁 参 照。 『歌 舞伎 評 判記 集 成』人名索

引 に従 う

紛 諏訪 春雄 『近 松世 話浄瑠 璃 の研 究』 第六章 「夕

霧 阿波 鳴渡」

(7)正徳6年 刊 『芝居 晴小 袖』 京 ・若女 形之 部 の 冒

頭 に 掲 げ る 「や つ し女 こなれの 論」 に,

昔 の女 が た と申は. お姫様 に 位 そ なはつ た と

悦 び しに. それ よ りや つ し姿. うれ い武道 を

うつす事 に 成て. 今 のむつ か しさ.

とあ る一文 が, 女 方芸 の推 移 を語 る。

(補記)

紙数 の関 係 で, 充 分 に論ず るこ とが 出 来 なか った

部分 もあ る。 小稿 の習作 と して発 表 した, 拙稿 「所

作事 の 成立 につ い ての ノー トー上 方 を中心 に して一」

(『日本 演劇 学会 紀要 』15)を 参 照 してい ただ けれ ば

幸 いで あ る。

-15-


