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【研究目的 】

 ロイスが 「パフォーマンスを創 り出すのは, ダ
ンサーと観客の相互作用である」といっているよ

うに, 舞踊の鑑賞において重要 なのは, このダン

サーと観客のコミュニケーション関係であると考

え られる。本研究では, ダンサーと観客を結ぶ重

要な要素 として共感を取 り上げ, 舞踊鑑賞の場に

おける共感の概念について明らかにし, 共感 と密

接に関わっていると考えられるコンテクス トの影

響について考察を試み る。

【研究方法 】

 舞踊を文化人類学的な視点より論 じているJu-

dith Lynne HannaとAnya Peterson Royceの 論

を参考に, 舞踊のコミュニケーションにおける共

感の重要性を明 らかにする。さらに, アンケー ト

より共感の成立とコンテクス トの関わりを調査 し, 

考察を加える。

【結果および考察 】

 1.共 感の概念

 芸術鑑賞の美的原理とされるものに, 感情移入

がある。感情移入の理論では, 芸術鑑賞によって

感 じられる感情はもともと我々の中にある感情で

あり, それをあたかも芸術作品により呼び起こさ

れたかのように感 じるとする。それに対 し, 共感

はまったく反対の作用であ り, 芸術作品により我

我の中に感情が呼び起こされることである。舞踊

に関す る記述に見られるempathyの 意味を考える

と, 舞踊の鑑賞においてダンサーと観客をつない

でいるものは, 共感であるといえる。

 2.相 互作用 としての共感

 舞踊においては, パフォーマ ンスからの働きか

けに対する反作用 として, 観客自身の中で新 しい

創造が行われると考えられる。この新 しい創造に

より観客は代賞的にパ フォーマンスに参加する。

また, ダンサーは身体の動きを通 してパフォーマ

ンスを感 じとり, ダンサー自身も新 しい創造を行

う。舞踊の鑑賞で得 られるコミュニケーション関

係は, この両者の創造活動により作品を越えたさ

らに新 しい創造が生まれる, 相互作用であると考

え られる。そ してこの相互作用によりダンサーと

観客は, その動きによって引き起こされる感覚と

は違った体験を共有する。この体験の共有が共感

であると考えられる。

 3.共 感とコンテクス ト

 コンテクス トには, 個人的なものと全人類的な

ものがある。身近なコンテクス トでは, 自分が生

まれ育 ってきた文化的社会的環境や, 舞踊につい

ての知識, パフォーマンスについての知識などあ

らゆるものが考え られる。さらにそれ らすべてを

包括してしまう人類共通のコンテクス トがある。

この人類共通のコンテクス トの考えにはユングの

集合的無意識の概念が取り入れ られてお り, 後天

的背景が違 っても系統発生的要素によって無意識

の うちに心の奥底で共感が得 られると考えられる。

舞踊は社会的文化的コンテクス トの中にあり, そ

れ らと切 り離 しては存在 し得ない。そのためパフ

ォーマ ンスのコンテクス トと観客のコンテクス ト

が一致 しているほど, コミュニケーションが行わ

れやす く, 共感が得 られやすいと考えられる。

 4.ア ンケー ト調査からの推察

 1988年 に上演 された筋のある舞踊作品 『心中天

の網島 』を劇場で見た観客(観 客群)とVTRで 見

た観客(VTR群), さらに出演 したダンサー(ダ

ンサー群)に 同 じアンケー トを行い, 作品から感

じた情動と, それに対するス トーリーの知識の有

無による影響を探 った。

 情動の一致不一致一ハ ンナの論に従い, ダンサ
ーと観客に生起 した情動が一致 していることを, 共

感が成立 している1つ の目安と考えると, ダンサ
ー群が感 じた情動と観客群, VTR群 が感 じた情動

はほぼ一致 してお り, 共感が得 られていると考え

られる。

 ストーリーの知識の影響一ストーリーを知ってい

る観客の方がダンサー群が感 じた情動により近い

傾向を示すが, 観客群においてはその傾向は少な

いことから, ス トーリーの知識の有無は共感の成

立に影響 しているが, その影響はさらに場のコン

テクス トの影響を受けていると推察される。

【ま と め 】

 本研究では, 舞踊鑑賞における共感は, ダンサ
ーと観客の相互の感情的交流によってさらに新 し

い創造が生まれる相互作用であると考え られた。

そのような共感は, パ フォーマンスやダンサー, 

観客を取 り巻 くコンテクス トと密接に関係してい

ると考えられ, コンテクス トの中で行われるダン

サーと観客との交流によって成立す るものである

といえる。コンテクス トの1つ の例 として, 作品

のス トーリーについての知識の有無を取 り上げ調

査 したところ, ス トーリーの知識がある方が共感

が得られやすいと考えられるが, それは生(Live)の

場 においてはあまり影響 しないとい う結果が得 ら

れた。本調査から, 知識の有無とい う個人のコン

テクス トの影響は, 場のコンテクス トの影響を受

けるということができる。共感の成立はコンテク

ス トと切 り離しては考えられないものであるが, 

そのコンテクス トもお互い影響しあっているとい

う, 複雑なシステムの中で, 舞踊の共感は成立 し

ているということができる。
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