
秋元松代 『か さ ぶた式部考』 論

一 男性憎悪の ド ラ マ ト ゥ ルギー －

AK.IMOTO Matuyo’ s Dramaturgy in Her “Kasabuta-sikibu・ko”
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Play Wright AKIMOTO Matuyo was born in a poor family. She had some brothers and 

sisters. But her mother loved only sons but daughters . Her brothers were communists but 

tyrants at home. Even her teacher, MIYOSI Juro was a misogynist. So Matuyo became a man 

hater and didn’t believe revolutiona1γ ideas or justice. In her dramas especially “Kasabuta・

sikibu-ko” ， women were rulers and the founders of a religious sect. She wrote about poor 

people , women and ugly men . She found them in old Japanese folklore learned 企om

YANAGIDA Kunio. She had contempt for the men society and didn’t recognize the change of 

the drama on the occasion of the presentation which men applied for at all. For AKIMOTO 

Matuyo dramas was equal to literature. 
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秋元松代 の戯曲 『か さ ぶた式部考』 は、 雑誌 「文護」 一九六九年六 月 号 に発 表 さ れ、 単行本 『か さ

ぶた 式部考 ・ 常陸坊海尊』 （河出書房新社、 一九六 九年一一 月 ） に 収録 さ れ た も の で、 一 九 六 九 年 六

月 か ら 七 月 に か けて、 劇 団演劇座 に よ っ て東京六本木の俳優座劇場で初演 さ れた。 演 出 は 高 山 図南雄、

主な 出演者 と し て、 伊佐 を 斎藤和子、 豊市 を 兼 国 晴臣、 て る え を 大黒洋子、 智修尼 を 徳永街子が演 じ

た が、 同 じ 演劇座、 演 出 に よ っ て一九七O年四 月 に 少 し ス タ ッ フ 、 キ ャ ス ト を 替え て東京の 日 本青年

館ホールで再演 さ れ、 同年一一月 に も 京都、 大阪、 神戸、 東京で上演 さ れて い る 。

一九七三 年 に は三月 か ら 四 月 に か けて劇団 民芸が渡辺浩子の 演 出 で こ れ を 上演 し 、 関東、 北陸、 東

北 を 巡演 し た。 主な 出演者は以下の と お り 。 伊佐が北林谷栄、 豊市が梅野泰靖、 て る え が草間靖子 と

83 



愛知県立芸術大学紀要 恥36 (2006)

瀬戸 口 夏 の ダ ブルキ ャ ス ト 、 智修尼が奈良 岡朋子であ る が、 そ の 出来上が り は随分 と 異な っ て い る ｛ 日。

一体 に演劇 と い う の はそ の基盤的な内容 を持つ台本はあ り な が ら 、 演出や役者、 音楽、 照明、 装置

等 の 効果 に よ っ て全然別 も の と い っ た相貌を表すが、 劇作家秋元松代はそ の こ と に 我慢がな ら なか っ

た し 、 上演 さ れた ど の作品 に も 満足 を 示す こ と の なか っ た こ と は よ く 知 ら れて い る こ と で あ る 。 あ ま

つ さ え作者の許可な く 台本 を勝 手 に 改変 さ れて し ま う 始末 に 怒 り を禁 じ 得な か っ た。 彼女は演劇 を 成

立 さ せて い る 諸条件 の う ち 、 何よ り も 台本 を優位 に 置 い て い る 。 秋元は 上演 を 最終 目 的 と す る 演 劇 の

ー 素材 と し て の 台本では な く 、 揺 る ぎ難 い言葉 に よ る 完成作品 と し て の 「戯曲」 を 書 く 自 立的な作家

と し て 自 分 を 位置づけ て い る 。

換言す る な ら ば秋元松代は、 そ の 作 品 を 上演 さ れ る こ と を拒否 し 、 あ る い は制約や改変 の 多 い 実際

の演劇活動 に 絶望 し 、 上演 に 際 し て はー字一句 も 台詞 を 変更 さ せな い戯曲至上主義者、 戯曲 を 文学 と

し て完成 さ せ よ う と す る 文学至上主義者 と し て 、 演劇関係者 に は恐怖 を感 じ さ せ る 存在 と し て知 ら れ

て い る の だが、 こ れは一体何 を表 し て い る の で あ ろ う 。 こ れ ら に つ い て は追 々 に 考察 し て ゆ く こ と に

し た い。

さ て、 『か さ ぷた 式部考』 を 映画監督の熊井啓が映画化 し た 「式部物語」 （一九 九O年一O 月 、 西友

映画） の パ ン フ レ ッ ト に 「幸運な作品」 と い う 文章 を載せ、 そ こ で秋元は こ う 述べて い る 。

豊市へ の 盲 目 的な愛情だけ に 生 き て い た伊佐 を、 自 分 のおかれた現実 と い う も の を ま っ す

ぐ に 見 つ め る 者 に し た い と 思 い ま し た。 （ 中 略） ほ ん と う の か さ ぶ た 式部は伊佐 な の です。

作者は、 伊佐の よ う な働 く こ と だけ し か知 ら な か っ た教育 も な い 農婦 に そ れ を言わせ た か っ

た の です。

こ の 言葉 を 引 用 し て相馬庸郎は 「民間伝承」 「事件J 「不幸J 「現代j 「告発J 「民衆J と い う 言葉 を

用 い て、 以下 の よ う な評言 を 記 し て い る 。

こ の よ う な伊佐 の 形象化 に よ り 、 「か さ 病 み式部」 と い う 民 間伝承 と 、 小炭鉱 の 爆発事故

に よ る C ・ 0 中 毒者の不幸 と い う 現代 の 「事件」 を 《融合》 さ せ、 他 に 類 を 見な い よ う な独

自 で深 々 と し た演劇空間 を創出 し た。 か く て ど う し よ う も な く ゆ が ん だ現代 を、 演劇的 ＝ 文

学的 に激 し く 告発す る こ と に成功 し た。 ／前作 「常陸坊海尊」 に登場す る 不幸 な 民衆は、 せ つ

ぽつ ま っ た 時 に 「海尊 さ ま あ ！ 」 と呼びか け る 対象 を 持 っ て い た。 し か し 伊佐は、 も はや そ

う い う 存在 を ど こ に も 持 た な い。 【 2 )

と 。 こ れが秋元 の 「か さ ぶた式部考j に対する 代表的な評価の一つ で あ る 。 こ う し た評言は多 く の 評

者 に よ っ て見 ら れ る も の で あ る が、 こ れ ま た後 ほ ど考察 を加 え る つ も り で あ る が、 「演劇 的 ＝ 文学的」

と い う 両 ジ ャ ン ル を 無媒介 に 、 か つ 楽天 的 に 結びつ けて い る の は気 に な る と こ ろ で あ ろ う 。

俳優 に よ る 身体表現 を基盤 と す る 演劇 と 、 基本的 に は言葉 の み を 表現手段 と す る 文学が、 全然違 う
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芸術 ジ ャ ンルで あ る こ と は言 う ま で も な い。 上述 の評言 に表われて い る の は、 言葉 の 想像力 の 立 ち 上

げ方 の 問題 と 、 演技 ・ 演 出 に 基づ く 生 身 の 身体 に よ る 表現 の 有 り 様が、 混 同 さ れ、 あ る い はそ れ ら の

違 い を あ え て無視 し よ う と す る 「読む」 人間 の欲望の あ り 方な の だ。 演劇が俳優 の演技の質や人間性、

劇場の広 さ や音響効果、 装置、 衣装、 集 団 の あ り 方、 そ の構成、 ま た 予算な ど、 さ ま ざ ま な 制 約 の な

か に あ る こ と は 余儀な い こ と で あ る が、 「文学」 はそれを読者の想像力 で も っ て 自 由 に 、 否、 勝手 に

飛期 さ せ る こ と を樟 ら な い 。 「読む」 と い う 特権的な行為 を 反省す る 契機 を 欠 い た ま ま 、 現 前 に あ る

他者 に つ い に 触れ る こ と な く ナル シズム に 浸 っ て い る 。

こ う し た事情は文学 と 演劇 の根本的な違い を あ か ら さ ま に す る 。 演劇 と は、 観客 の 見 る 、 聞 く 、 触

れ る と い う 行為が徹底的 に他者性 に よ っ て直面さ せ ら れて い る 表現 の ジ ャ ンル な の だ と 言 う こ と が可

能だろ う 。

おそ ら く は秋元松代が嫌悪す る の は、 言葉 と 現実 と の 黍離で あ っ て、 こ う し た 制 約 に よ っ て 、 表現

す る も の と 表現 さ れ る も の と の ズ レ が際立つ こ と に 、 彼女は堪え ら れな い の で あ る 。 だか ら こ そ逆説

的 に 言葉 の み で成 り 立 つ 「文学」 、 戯 曲 を 書 こ う と す る 。 相 馬 の み な ら ず多 く の評者た ち の 読み、 演

劇 ＝ 文学 と い う 混 同 は、 彼女 と 彼 ら と の野合、 共犯関係 を語る も の に他な ら な い し 、 秋元の意向 に そ っ

た理解者然 と し て、 そ の 読みは彼女が嫌 い、 ま た 欲 し て い る 理念的な言葉で も っ て 充填 さ れて い た の

で あ る 。 こ う し た 事情に つ い て も 後述 し よ う 。

具体的 に テ ク ス ト に 分 け 入 る 前 に 、 も う 一つ、 女性神話 と い う 問題 系 に つ い て簡単 に 触れてお き た

い。 一酸化炭素ガス 中 毒 に よ っ て知能の退化 し た豊市が囚わ れ る 金剛遍照和泉教会 の 美 し い 教祖、 自

ら 和 泉式部六十八代 目 と 称す る 智修尼は、 「ほ と け さ んJ と 慕 い よ る 彼 に 足 を 抵 め さ せ、 犬扱 い を し

て性的 に も 男 を い た ぶ っ て い る 女性で あ る 。 岩波剛は、 作者の 「女性 と い う も の を つ き つ め て み ま す

と 、 聖性 と 魔性 と い う も の に ど う も 突 き 当 る も の ですか ら j と い う 言葉 を 引 い て、 「残酷、 エ ロ ス 、

聖性一一 こ れが性 を め くさっ て現われた新 し い 貌で あ る J ( 3 ） と 述べて い た が、 こ の 女性の聖性 と 魔性 と

い う 女性神話 の補強 に つ い て も 、 民俗学、 フ ォ ー ク ロ ア の検討の部分で再検証 し た い と 思 う 。 ま た、

森井直子が伊佐 を 「共 同性への懐疑 を 生 き 抜 い た 人物J で あ り 、 秋元 は こ の戯曲で 「互 い に 互 い を 強

化 し あ っ て い る と い う 円 環構造 を 持つ ひ と つ の有機体 と し て、 個 と 共 同性 と がE い に 支 え あ っ て 生 き

延びて い く 様 を捉 え て みせた」 （ 4 ） と 言 う 評価 に つ い て も 、 そ こ で検証 し よ う 。

2 

さ て、 閉 じ 劇作家の宮本研が戯曲 「か さ ぶた 式部考」 を 引 用 し つ つ 、 「描 き つ く さ れて い て、 あ ま

す と こ ろ がな い。 人物た ち は行動のサ ブ ・ テ キス ト ま で特定 さ れて い る 。 俳優た ち に 残 さ れて い る の

は、 誤差ゼ ロ へ の努 力 し か な い。 J と 述べて、 「それはむ し ろ 俳優 に た い す る 、 も し か し た ら 、 演劇そ

の も の に た い す る 絶望 の 表 明 で は な い の だ ろ う か」 「ニ ヒ リ ズム で あ る 。 世界は 自 分 の な か に し か な

い。 」 と 言 っ て い る 山 の は、 私 も 同 じ く 考 え る も の で あ る 。 秋元 の 言葉、 「文学」 に 対 す る 執着は、 ま

さ に 「演劇」 を 成立 さ せ て い る も の へ の 絶望に他な ら な い と 思われ る か ら だ。 こ う し た秋元 の態度 を
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理解す る た め に は、 お そ ら く は彼女の 生育史や、 師三好十郎 と の 関係、 ま た劇 団演劇座 を 中 心 と す る

集団 と の確執 に つ い て理解 し な けれ ばな ら な い で あ ろ う 。

秋元松代は横浜で漆器輸出業 を し て い た 父 と母 の 聞 に 一九一一 （明治四四） 年一月 に 生 ま れた が、

父は早 く 彼女が三歳の と き に死亡 し て、 母は残さ れた子供た ち の 世話 を す る た め に昼は和裁の賃仕事、

夜 は 夜店行商 を し て家計 を支 え た と い う tヘ 秋元はそ の次女で、 四 人 の 兄 弟 と 二人 の姉妹が い た が、

長男 は早世 し 、 妹は生後す ぐ に養女 に 出 さ れて、 家中 の最年少者で、 虚弱体質で病気がち の子供だっ

た と い う 。 貧 困 の た め に、 小学校 を卒業 し て そ の ま ま 上級学校へ進学す る こ と は で き な か っ た。 彼女

の姉や 兄 た ち はみな学問好 き で頭 も 良 く 、 文学青年 の 兄 た ち に な ら っ て彼女 も 読書好 き で あ っ た が、

社会主義思想を信奉す る 兄 た ち がそ の 言葉 と は裏腹 に家族 に 対 し て は 暴君 の よ う に 振 る 舞 う こ と に違

和 感 を 覚 え 、 嫌悪 を感 じ ざる を 得な か っ た。 長男 の み を 大切 に し てそれ以外は粗略 に扱われ、 ま し て

女 と い う だけ で満足な扱 い を し な い母 に対 し て も不満を感 じ て い た。 十歳年長の 兄 不二雄 （俳号不死

男） や次兄 が左翼運動 を し た と い う 理 由 で留置 さ れた と き も 、 母 の 死後は差 し 入れや弁護士 と の交渉

等 の 面倒 をすべて彼女が し な ければな ら な か っ た の で あ る 。 三 兄 の 結核入院、 ま た 自 殺未遂な ど の 世

話 も あ っ て、 彼女はつ い に は肋膜炎 を 患 う こ と に な る の で あ る 。 口 先では ご大層 な こ と ばか り 言 っ て、

松代が 自 分 を犠牲 に し て ま で尽 く し て い る の に 、 それ を さ も 当 然 の よ う に 思 い 、 慢心 し て い る 兄 た ち

の こ と を 彼女は嫌 い だ っ た と い う 。

教育 も な く 言葉 を奪われ続 け て い た秋元が表現す る 「言葉」 を 入手 し て い っ た の は三好十郎主宰の

戯曲研究会 に 参加す る よ う に な っ て か ら で あ る 。 彼女は結婚 も せず、 も う 三十数歳 に な っ て い た。 気

晴 ら し 程度の詩や歌を詠んで い な か っ た訳では な い も の の 、 こ こ で秋元は 自 ら を 書 く 人問、 表現す る

人 間 と し て 自 立す る 契機 を つ か ん で ゆ く こ と と な る 。 生涯 の ラ フ ス ケ ッ チ を 記述す る つ も り は な い の

で、 先 を 急 ぐな ら ば、 秋元は三好 に 師事 し 傾倒 し て ゆ く が、 三好 こ そ が彼女 の 自 立 を 阻ん で い っ た と

い う 事情が現われて来 る 。 「礼服」 と い う 戯曲 の 雑誌発表、 上演 に 強 く 三好が反対 し た の で あ る 。 こ

の 頃、 そ し て以後の 師 と 弟子 と の確執 に つ い て詳 し く は触れな い が、 「君は も う 僕の商売がた き に な っ

た。 いずれ僕 を 裏切 る 人 聞 に な る 」 と 彼は言っ た と い う 。 自 立 し よ う と す る 女弟子 を 、 彼女 を 可愛が

り 支援 し て い た はずの 先生が潰そ う と す る 。 彼は リ ア リ ズム に基づ く 戯曲作法 を 教 え 、 熱 く 理想や政

治、 社会へ の 批判ゃ あ り 方 を 語 っ て い た存在で あ っ た。 秋元は最後的 に は師三好十郎 と 決別 を果たす

が、 彼 も ま た 「民衆」 と か 「社会」 と か 「革命」 と か い う 空疎な理念的、 道徳的、 政治的、 男 性言語

を 用 い て慣 ら な い抑圧的な 兄 た ち と な ん ら 変わ り の な い存在だっ た の か も し れぬ。

そ の後、 秋元は興隆著 し い ラ ジ オ ド ラ マ やテ レ ビ ド キ ュ メ ン タ リ ー な ど、 放送関係 の仕事 を 中 心的

に し て ゆ く こ と に な る が、 「 も の言わぬ女た ち 」 （ 「婦人公論」 一九五四年一一 月 ） や 「村 岡伊平治伝」

（ 「新劇」 一九六O 年一二 月 ） な ど の戯曲 を 書 い て い な か っ た 訳 で は な い 。 し か し 彼女 は疲れ、 「個 人

的 に も 、 私 も よ う や く 時 に は 自 分 を ふ り か え る こ と の あ る 時期 に き て い た。 日 本 の敗戦か ら 聞 も な い

頃、 劇作を始 め て き た の だっ た が、 仕事の虚 し さ が一 日 一 日 虚 し さ を 明 ら か に し て行 く よ う に 感 じ ら

れた。 」 「劇作家で あ る こ と が い や に な っ て い た。 」 日 本初 の オ リ ン ピ ッ ク が開 催 さ れ （一 九 六 四 年 一

O 月 ） 、 そ の 東京オ リ ン ピ ッ ク の テ レ ビ を 楽 し んで い たが、 そ れ も 終わ り 、 「何 も 見 る も の がな く な っ
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た と き 、 最後 に一つ だけ戯曲 を 書 い てお こ う と考え、 そ う 考 え た と き 、 常陸坊海尊 の テ ー マ が匙 っ て

き た。 」 と 、 秋元松代 は 『か さ ぶた式部考 ・ 常陸坊海尊』 （一九六九年一 一 月 、 河 出 書 房新社刊） 「 あ

と が き」 に 記 し 、 こ の作で 自 分 は 生 ま れ変わ っ た の だ と 言お う と し て い る か の よ う だ。

彼女 は 「常陸坊海尊J 以後、 ま さ に 民間伝承 に 素材を得た優れた戯曲 を 次 々 に発表 し て 高 い 評価 を

得て ゆ く が、 こ こ に 論 じ て い る 「か さ ぶた式部考J がそ の 系 列 に 属 す る こ と も 言 う ま で も あ る ま い。

秋元は こ の作で劇作家 と し て の 自 信 を 取 り 戻 し 、 こ の転機 と な っ た 代表作 の 一 つ 「常陸坊海尊」 を 上

演 し よ う と 申 し 出 て き た演劇座 と い う 劇 団 に強い期待 を 示す の で あ っ た。

秋元 と 劇 団 と の 関係 に つ い て は、 そ の 絶望感が彼女 に よ っ て 口 に さ れ る こ と が多 い の で あ る が、 そ

の戯曲が上演 さ れた と し て も 心か ら 楽 し ん だ こ と は な い と も 言 っ て い る 。 創造座や文化座、 俳優座、

ぶ ど う の 会等 と の 関 わ り は あ っ て も 、 殆 ど が苦 い思い を 味わ う 始末。 そ し て 「最後 に 一 つ だ け」 と い

う 思 い か ら 、 上演 さ れ る こ と を 望 ま な い言葉の み に よ っ て構築 さ れた 芸術作品、 文学 と し て の 「戯曲」

を 書 い て ゆ く の だが、 こ れ を 上演 し よ う と し た演劇座 に よ っ て、 彼女 は ま た裏切 ら れた思 い を 味わ う

羽 田 に な っ た。 秋元は こ れ に 入れ込み、 理想的な劇 団 を 作 ろ う と し て個 人 出 資で稽古場 を 作 り 、 代表

取締役 さ え 引 き 受 け た と い う が、 劇 団 は 内部分裂 に よ り 解散 し 、 う ん ざ り す る よ う な事後処理 に追わ

れた と い う 。 集団 の あ り 方や理念の胡散臭 さ 、 醜悪な人間関係な と、 か ら 、 秋元松代 は裏切 ら れ続 け、

う わ べ を 飾 る 言葉 を 信 じ ま い と し て い る よ う だ。

と こ ろ が、 彼女がひ と り 立て こ も り 、 書 こ う と す る 世界が所詮は言葉 を用 い る も の で あ る と すれ ば、

そ の 「言葉」 と は ど の よ う な も の な の か。 秋元が柳 田 国男 の 民俗学 を 学び、 正史 の 中 に は つ い に 取 り

上 げ ら れな い 民間伝承、 語 ら れ書かれな い言葉 を取 り 入れて い る の は意味の な い こ と で は な い の で あ

る 。

3 

民間伝承、 フ オ ー ク ロ ア に つ い て、 菅井幸雄は次 の よ う に述べて い る げ ｝。

秋元松代 は こ の 『か さ ぶた式部考』 の な かで、 正常で あ る に も か か わ ら ず、 社会 の 歪み の

な か で 生 き な け れ ばな ら な い 民衆 と 、 正常でな く な っ た こ と に よ っ て、 社会 の 矛盾 を 一 身 に

背負 う 民衆 と の、 二つ の 人 間群像 を 表現す る こ と を通 し て、 複雑な現代 と の 関 連 を みす え る 。

フ ォ ー ク ロ ア の領域を、 過去の も の と し て と ら えてはいな い の で あ る 。 秋元松代 にお け る フ ォ ー

ク ロ ア 意識は、 こ の よ う に し て、 フ ォ ー ク ロ ア が現代人の精神形成 に も 深 く 密着 し た も の で

あ る と い う 事実 を つ き つ け て く る の だ。

こ の劇作家の 中 に は、 社会 の虚偽や不正 を告発す る 「言葉」 が横暴な 兄 た ち ゃ師 の 用 い る 男 性言語

で し か な い こ と へ の怒 り 、 そ こ に 漂 う 独善的な ヒ ロ イ ズム の腐敗臭 に対す る 嫌悪、 リ ア リ ズム に 基づ

い た現実の再現 で し か な い 新劇 と そ の 言葉 と は裏腹な醜悪な 人間関係 に 根 ざ し た 劇 団、 集 団 へ の 絶望
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が渦巻 い て い る 。 建前だけ の 薄 っ ぺ ら な言葉 を捨て、 馬鹿 ど も を相手 にせずに、 ひたす ら に 自 ら の う

ち に 寵 っ て言葉 を 紡 ぎだそ う と す る と き 、 彼女は違 う 「言葉」 を入手 し た の だ と 、 取 り 敢えずは言 う

こ と が可能で あ ろ う 。

だが、 それが逆説 に 満ち た も の で あ る こ と も 言 う ま で も あ る ま い。 言葉が他者へ向か つ て 聞 かれ、

身体化 さ れ る 契機 を 失 っ た と き に 出会 う 言葉、 それが非論理的な言葉、 すなわち 心性 に基づ く 「伝承」 、

「民俗学」 の 再発見 に 結 びつ い て い た。 そ し てそれが、 近松門左衛 門 や 歌舞伎等 の 古典演劇 の 再発見

と も 絡ん で い る 。

言葉へ の 不信が言葉な ら ぬ も の ＝ 伝承、 信伸への 関心、 親突 を 呼び込み、 男性言語で語 ら れ る 「社

会J と か 「民衆」 と か と い う 理念や理想 に ま ぶ さ れな い 語 ら れな い 歴史 を 引 き 寄せ る 。 それが彼女の

フ ォ ー ク ロ ア で あ っ た と 言 う べ き だ。 秋元松代の劇作家 と し て の迷い の時期 に、 柳 田 民俗学に巡 り 会 っ

た こ と を 、 彼女は 「運命的 な 出 会 い」 だっ た と 言 い 、 「 自 分の一つ の 大 き な転機」 「人間 と 人 間 の 生活

の 営 み と い う も の に注がれ る 温か い 深 い桐察、 共感、 と く に すば ら し い 直 感 力 に 打 た れ ま し た。 」 と

述べて い る （五来重 と の対談 「劇作 と 民俗の旅J 、 「短歌」 一九七八年 九 月 ） 。

「か さ ぶた式部考」 に つ い て い え ば、 柳田国男が和泉式部 に つ い て考察 し た も の に 「和泉式部の旅」

と 『女性 と 民間伝承』 と い う 著作があ る が、 秋元は こ こ で和泉式部の 生 ま れ変 わ り 智修尼 を 妖艶な美

女 と 設定 し 、 そ の 聖性 と 魔性 で も っ て 男 を い たぶ り 救 う 存在 と し て 描 い て い る 。 「女性 と い う も の を

つ き つ め て み ま す と 、 聖性 と 魔性 と い う も の に ど う も 突 き 当 た る も の ですか ら 」 と 平然 と 言 い放つ劇

作家が、 こ こ に 「女」 な る 存在 の 神話性 を強化、 増幅 し よ う と企んで い る こ と は 明 白 だ。 そ し てそれ

が上演 さ れぬ ま ま 、 あ る い は 上演 さ れた と し て も 、 幻想 を た っ ぷ り と 身 に ま と わ さ れ、 身体性 を 欠 い

た文学的想像の う ち に 定位 さ れ る 。 彼女は も の言わ ぬ 「民衆J な る 存在 に よ っ て あ が め ら れ る 対象な

の だ。 生半可な俳優が演 じ ら れ る 役で は な い だ ろ う 。

演劇 と い う 芸術は、 基本的 に は眼前 に 出現す る 直接的な身体 に よ っ て 生成す る 現場性 に 参与す る こ

と の な か に 生成す る も の だ。 ま さ に現実、 現在の出来事 と し てそ こ に あ り 、 触れる こ と がで き る 。 秋

元は平板な 問題解決的な単一の時間軸 を 設定す る こ と な く 、 二重三重 の歴史的時間 を 持 ち 込み、 重ね

合わせて、 「個」 の ド ラ マ な ら ぬ集団、 「民衆」 と い う 存在 を 照射す る 。 優れて ド ラ マ テ ィ ッ ク な方法

を 採用 し て い る と 言 う べ き だが、 に も かか わ ら ず こ の神話性の強化 は い た だ け な い。

女性 と フ ォ ー ク ロ ア と の 関係 に つ い て は小苅米現が、 ド ラ マ の構造 を さ さ え て い る モ チ ー フ を 性 の

問 題 と し 、 「 こ の戯曲 を 支配 し て い る の は、 智修尼 と い う 遊行神人的 な ペ ル ソ ナ が そ な え て い る エ ロ

テ ィ スム の 呪縛 と 救済 の 緊張関係」 で あ り 、 「その残酷な持情性 と 脆 弱な虚構 の世界 とが織 りなす官

能的な美学 に 、 作者の 深 い 共感 と 嫌悪が陰影 を あ た え て い る J と 述べて い る 。 ま た 「 『か さ ぶた 式部

考』 の残酷な持情が、 観音信仰な ど の よ う な フ ォ ー ク ロ ア と し て、 放坪な性の 内部 に 刻 印 さ れた聖女

性 を 啓示す る こ と に よ っ て、 人間性を照 ら し だ し て く る 面 白 さ は、 こ の劇作家の し た たかな ド ラ マ ト ゥ

ルギー に よ っ て 初 め て 可能な の で あ る 。 j と 言 っ て い る 何 ｝ 。

こ こ に い う フ ォ ー ク ロ ア の 中 に 苧む 「性」 の 問題 と は、 も ち ろ ん和 泉式部伝説や 小町伝説 に も 内包

さ れて い る も の だ。 そ こ に は多情多淫で あ る こ と に よ っ て男 た ち を救済す る 観音信仰 の 問題系、 熊野
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比E尼や遊行遊女た ち 、 さ ら に は近世の遊女た ち 、 近現代 の売春婦た ち 、 フ ァ ム ・ フ ァ タ ー ル と 呼ば

れ る 女 た ち 、 進歩的な女性 た ち へ の 女性嫌悪、 ミ ソ ジニー と 崇拝 の 入 り 混 じ っ た視線 に よ っ て構成 さ

れて い る も の だ。 秋元が こ の伝承の なか に あ る 女性嫌悪、 ミ ソ ジニー に気づか な い はず も あ る ま い が、

彼女はそれ を 反 転 さ せて男性嫌悪 を こ そ ド ラ マ ト ゥ ルギー の 中 核 に 置 い て い る と 言 え よ う か。 男 た ち

はその ド ラ マ の 中 で、 社会 に よ っ て、 女 に よ っ て二度殺 さ れ、 棄て ら れて い た。 豊市 も 夢之助 も 、 そ

し て 「常陸坊海尊」 の 豊 も 啓太 も 。

男 た ち はその戯曲 の 中 で ど ん な特権的な位置 も 占 め て お ら ず、 た だ の 素材 で し か な い と は、 秋元松

代 の ド ラ マ ト ゥ ルギ ー の 根本的態度 な の だ。 だか ら と い っ て女 た ち が彼 ら の優位 に あ る か と い え ば答

え は ノ ー で あ り 、 容貌や家や産む性、 母で あ る こ と 等、 負 の カ ー ド を集約 さ れ た 存在 と し て描かれて

い た こ と も 忘れ て は な ら な い。 秋元 の 女た ち が、 所有や支配 と い う 性関係か ら 外れ た 場所 に 立 っ て い

た こ と は確かな こ と で あ る 。 一方、 こ の劇作家がく 自 由 ＞ を 生 き て き た と い う 声 も あ る 聞 が、 ど う な

のだろ う 。 言葉 と 身体 と の 背理 と い う 観点 に 沿 っ て ア ナ ロ ジ ッ ク に 言 う と すれ ば、 彼女はつ い に 誰 と

も 対話 し 得 な い 、 「共 同 性」 を 生 き 得な い 代わ り に 、 誰 も 理解 し な い 、 許 さ な い 、 孤絶 の ＜ 自 由 ＞ を

得た と い っ て構わ な い で あ ろ う 。 森井直子の考 え は半分だけ真実だ。

さ て 「民衆」 な る 存在 に つ い て 、 も う 少 し 言 を 尽 く さ な けれ ばな ら な い。 炭鉱爆発事故 に よ る 一酸

化炭素ガス の 中 毒者 と な っ た 豊市は、 ど ん な社会的補償 も な く 見捨て ら れ、 痴呆 と 化 し て母や妻 の お

荷物 と な っ て い る 。 こ こ に 登場す る 人物 た ち は全員がそれぞれ に 無知 で あ り 、 人それぞれ の 塗 炭 の 苦

し み を 背負 っ て い る 。 こ う し た 存在 を 「民衆」 と 言 い 、 広末保は、 「呪縛 と 救済 の 循環す る 負 の 世界」

を描 く こ と に よ っ て、 秋元は 「土俗化 し た天皇制的美学 と 民衆の関係 を 暗示」 し た と 述べて い る 州 が、

と り あ えずは 「民衆J と 名 付けた存在 と 、 先 に も 触れた共 同性、 幻想の救済な る 心性 の 出 会 う 場所が、

「女」 と い う 性 の 中 で あ っ た こ と を 忘れて はな ら な い。 「民衆」 と 「女J と は、 そ の 意味で互 い に 具体

的 か つ 身体的で あ り な が ら 、 評者の 世界観、 恋意 に よ る 抽象性、 神話性 を 担わ さ れて フ レ ー ム 化 さ れ

て い た。 それ ら は互 い に 共輯的かつ相補的な関係 に あ る の だ。 秋元が戯曲 中 に込 め た 悪意、 男 性憎悪

の様相 に気づかな い と すれば、 鈍感 と 言われで も 仕方な い だ ろ う 。

「か さ ぶた 式部考」 に は豊市 を は さ んで三 人 の 女 た ち が登場す る 。 妻 の て る え は 「理不尽な運命 に

精一杯反抗す る 」 「 こ の戯曲 に お け る 唯一 の リ ア リ ス ト 、 あ る い は近代的 自 我 の 持主J で あ り 、 母 の

伊佐は 「世 の 何 も の も 信 じ ま い と 覚悟 し て い る 点 に お い てJ 「て る え の 怨念 と は 別 の 東洋的な諦念 と

も い う べ き方 向」 を 目 指 し て い る 。 そ し て智修尼は 「民衆 の集団表象 と し て の 幻想的救済者」 だ山。

ど う も 今 ま で の 上演、 ま た は評価 に お い て は、 作者秋元 の思考、 自 解 に 縛 ら れて、 そ れ に 寄 り 添 う よ

う に 弄略さ れ、 手 の 内 で踊 ら さ れて い た よ う な気配があ る の は否定で き な い だろ う 。 一字一句変 え さ

せ な い ス タ テ ィ ッ ク な 「文学」 と し て の 言葉 の構築物 を精読す る こ と に 懸命で、 そ れ を 「読む」 こ と

がで き て い な い の だ。 言葉 と 身体 と を対決 さ せて い な い。 戯 曲 を 文学 と し て扱 う こ と に よ っ て、 演劇

と し て立 ち 上 げ る こ と がで き て い な い 。 「ほ ん と う の か さ ぷた式部は伊佐 な の ですJ と い う 秋元 の 言

葉 と は別 に 、 重な り すれ違 う 三 人 の 式部 た ち の 「か さ ぷた」 の様相 を 見 る べ き だ。

敗残す る 民衆が流浪す る 男性神 と 化 し て救わ れ な い 魂 の あ り 方 を 提示す る の が 「常陸坊海尊」 で は
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あ っ た が、 「か さ ぶた 式部考」 で は、 つ い に 誰 を も 、 ま た 自 ら を も 救 う こ と の で き ぬ 自 身 の 「か さ ぶ

たJ だ ら け の 身体、 存在 の あ り 方 を再発見す る 物語 と し て読む、 あ る い は上演す る こ と がで き る はず

だ。 智修尼 の 迷 いや、 伊佐の 断念、 て る え の妊娠、 教祖 と の脱み合 い な ど、 秋元戯曲 の 中 に は過不足

な く は め 込 ま れて い た と い う の に。

私 の 読解は一例 に 過 ぎぬ。 読むだけ の戯曲、 レ ーゼ ド ラ マ と い う 種類 の 文学者の慰みの ジ ャ ン ル が

あ っ たが、 戯曲は板の 上 に あ げ ら れな ければな ら ぬ。 制約や不知意があ っ た と し て も 、 具体的な 身体、

言葉 を か り で、 他者 に よ る 表現 を 得 る こ と な し に演劇は成 り 立た な い の だ。 秋元が小説家で は な く 劇

作家であ る と い う こ と は、 そ う い う こ と な の に、 実 に ま と も ら し く 勿体ぶ っ た倒錯が ま か り 通 っ て い

る の は ど う し た こ と だ ろ う 。

4 

数多 く の和 泉式部た ち が生 ま れかわ り 死 に かわ り を し て、 不死身の放浪者 を 存在 さ せ て き た。 い ま

こ こ に い る 美貌 の 女 は第六十八代 目 の和泉式部で あ り 、 人 々 の苦a悩 を 背負 っ て 自 ら の 「か さ ぶた」 と

し 、 彼 ら を救済す る 存在な の だ と 告 げる 。 こ の戯曲世界の なか に流れて い る 時間 は重層的多層的で、

夢 と 現実 の 継 ぎ 目 の な い 連続体だ。 津野海太郎は言 っ て い る 。 「われわ れが慣れ親 し ん で い る 空 間や

時間一一そ こ で はすべて が 自 明 の こ と と 見な さ れ る ーーの ほか に も 、 われわれが忘れた り 忘れ た ふ り

を し た り し て い る 、 い く つ も の 空間や時聞があ る と い う 認識 に 表現 を 与 え る こ と 。 そ し てそ の よ う な

重層性 の た だな か で、 待つ者が待 た れ る 者 に変身する 。 J 仰 と 。

津野は 「常陸坊海尊j に つ い て述べて い る の だが、 そ の基本的な あ り 方 は 「か さ ぷた 式部考」 に お

い て も 変 わ ら な い。 こ の 「変身J と い う こ と か ら い え ば、 伊佐が式部 と な る こ と に ど ん な不思議 も な

い と い え る だ ろ う 。 だが秋元は、 こ こ で は式部な ら ぬ伊佐 を 前 景化 し 、 夢か ら 覚 め な が ら 苦悩 す る

「女 と い う 存在J の あ り 方 に 焦点 を 結 ぼ う と し て い る よ う だ。 智修尼 も て る え も 、 ま た 数多 く 登場す

る 女た ち も 、 意気地な く 世 に 翻弄 さ れて泣き 叫ぶ無様な男 た ち を救お う と し て、 つ い に 救 う こ と の で

き ぬ我が身 を 直視す る し か な い。 女 た ち は一様 に没政治的で言葉や カ を 奪われ、 社会や道徳な ど と い

う 空疎な男性言語や理念 を 語 ら な い し 、 は る か 昔か ら そんな も の に はつ い に 無縁な存在で あ っ た。

私は菅孝行 の 以下 の よ う な見解 を支持す る も の で あ る 。 「秋元 の獲得 し た 方法 と 、 そ の 作品世界の

機軸は、 政治、 社会 の 関係性へ の 批評 の ひ ろ が り へ と むか う の で は な く 、 く女で あ る こ と ＞、 と い う

存在 の 深奥へ む け て か ぎ り な く 降下す る 志向 に つ ら ぬかれた も の だ と 私 は考 え ざ る を 得な いJ ( 1 3） と い

う も の だ。 か く て 「言葉」 や 「社会」 や 「民衆」 、 「民間伝承」 「女」 、 「文学」 等 々 、 さ ま ざ ま な も の

の様相が見 え て き た はずだ。

秋元松代 は 同 時代 の 中 に つ い に仲 間や理解者 を 得 る こ と がな く 、 孤独 を噛み締 め て い た はずだ。 言

葉、 文学 と は、 そ う し た 女 の た っ た一人 の虚構の砦で あ っ た と い う 事情が明 ら か に な る 。
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