
コ ン タ ク ト ・イ ン プ ロ ヴ ィ ゼ ー シ ョ ン

の 発 生 に お け る合 気 道 の 思 想 的 影 響

 お茶の水女子大学大学院生 福 本 ま あ や

1. 研究目的と研究方法

 本研究はダンスの即興形式であるコンタク ト・

インプロヴィゼーシ ョン(1972-, 以下C. 1. と略記)

についての理解 を深めるために, CJ. と関わ りの

ある合気道が本形式の発生に及ぼした思想的影響

を明らかにすることを目的 とする。本研究では, 

創始者パクス トン(Paxton, 1939-)の60年 代の活

動をふまえ, 文献 ・資料 より合気道がもたらした

彼の舞踊活動における変化 とは何か, その結実 と

してのC. 1. とは何かを考察する。

 本研究者はこれまでに, C. 1. におけるスキルの

概念と実践時に見 られる特徴的な身心の状態に関

して考察を行って きている。そこか ら, CJ. に特

徴的な身心の状態をつ くりだす方法論は, C. 1. 発

生後に関わりをもったリリース ・ワークなどソマ

ティック ・ワークの影響が大 きいことが明らかに

なっている。

II. 結果と考察

1. C. l. の発生と関わりのある主な実践形式

 C. 1. はパ クス トンの経験にある 「ヨガ, 瞑想, 

合気道, 器械体操の素材」iを統合する試みか ら生

まれた。また彼の舞踊歴には, 大学でのダンス専

攻に始 り, カニ ングハム ・カンパニーでのダンサ
ー経験や60年 代の前衛舞踊家 らとの交流がある。

2-合 気道の合衆国進出と前衛舞踊家

 二代目道主植芝(1996)に よると合気道の海外

進出は1952年 頃か ら亜流を生み出さぬよう組織的

にかつ慎重に行われた。合気道は, 試合を持たぬ

故にかえってその精神性が, 海外において深 く理

解され 「動 く禅」「新 しい精神性豊かな道」と解

されるようになったと言 う。「合気道の技術 は合

気道の精神の表現である」iiと理解されたのである。

 1964年 にニューヨーク合気会が創立され74年 に

創立十周年記念行事が開催されている。この期間

は前衛舞踊家らが 「普通のダンスクラスを見捨て

て」(Banes, 1987: xx)東 洋的な身体訓練法に関心

をもつようになった時期に重なる。その理由とし

て極東やアフリカの国々の台頭とベ トナム戦争の

衝撃があると指摘 されている。また彼らは, 既製

のダンス美学によらない訓練法, また身体構造の

理解に基づく安全な訓練法を模索していたと考え

られる。

3. C. l. の発生における合気道の思想的影響

 ベインズ(1987)が 指摘する60年代のパクス ト

ンの作品群の特徴 「医療イメージやポルノ映像の

使用」「検閲への抵抗」などには一見, C. 1. に共通

す る特徴が見 当たらない。 また, ノヴァック(

1990)はC. 1. の身体のイメージは, 60年代のモダ

ンダンスの身体概念と禅/合 気道の身体イメージ

を結合するものであると指摘 している。この60年

代の作品か らC. J. につながるものとは何か。 これ

を解 く鍵は, 彼のダンス活動における 「情報の伝

達」 と 「感覚の探求」に向けられた関心, そして

合気道 との出会いであると本研究者は考える。

 パクス トンは感覚す ることや動 くことを, 制

限/可 能にする 「モデル」「イメージ」血は, 多 く

の場合, 他者の視覚や言語によって形成されてい

るivと指摘 している。またダンスが 「観客の目」

のためになされv, さらには言語を通 して批判 さ

れ論 じられると指摘 しダンス芸術の限界を指摘し

ている。パクス トンは60年代に様々なイメージを

用いて観客の感覚へ挑戦することを経て, ダンス

特有の感覚すなわち身体感覚の探求酒や, 他の感

覚を経由しないその感覚による直接的な 「情報の

伝達」を模索するに至っていたととらえられる。

 パクス トンは後年, 合気道の魅力を次のように

記述 している。合気道は 「見る眼を持つ者にとっ

ては価値ある情報を有する」「彼[師範】の反応 を

見 るこ とは行為 にお ける情報(information in

deed)で あった」「この手段の優雅さは身体機能

の本質的であるが故の深遠なる情報, 訓練の手順, 

身体 の可能性に基づいている」viiと述べている。

合気道が他者の視覚を楽 しませる行為ではなく, 

行為者間の修養の行為としてなされ, その技術が

深い精神性の表れであるという点に感銘を受けた

ととらえることができる。

III. 結論

 合気道は, パクス トンの感覚の探求, 情報の伝

達法の模索という活動に意義ある答えをもたらし

た。それは, 振付プロセスや特定の振付家の作品

美学を実現するための即興や訓練形式ではなく, 

自らの感覚と他者とのコミュニケーションを探求

する実践者のための形式 というC. 1. を生み出すこ

とを可能にしたと考察する。C. I. は多 くの人々に

接近可能であ りながらも訓練を通して修養し得る

技術と精神性をもつ形式とな り, それ故80年代90

年代の上演舞踊に新 しいイメージとダンスのボキ

ャブラリーをもたらすことを可能にした。
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