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研究の意義
● 日本に留学していた時に伝統的な歌舞伎を見て、
歌舞伎はどのように若者たちから見られているか
に興味を持った。

● 日米の若者が伝統的な歌舞伎の本質をどのぐらい
把握することができるかどうかを知りたいと思っ
た。



研究の背景
a.歌舞伎のビデオ
b.歌舞伎の比較
c.歌舞伎の要素

d.歌舞伎の歴史

e.スーパー歌舞伎の説明

f. 歌舞伎の人気



２．研究質問
1. 日本とアメリカの大学生は歌舞伎にどのような認
識を持っているのか。

2. 現在の若者たちは歌舞伎の本質を理解しているの
か。



歌舞伎のビデオ

伝統的な歌舞伎 スーパー歌舞伎



伝統的な歌舞伎とスーパー歌舞伎の
比較

伝統的な歌舞伎 スーパー歌舞伎

伝統的な日本の対話；わかりにくい 現代の対話；わかりやすい

単純だが立派な衣装 派手な衣装

出囃子、三味線と笛竹と太鼓 音楽を流す、エレキギターとパーカッショ
ン

単純な舞台装置 精巧な舞台装置



歌舞伎の要素
• 歌舞伎には多数の種類の芸があり特
異な芸能を作ることができる。

• 歌舞伎の俳優は男で、声、格好、色、
模様、動き、的確な手振りが特徴

• 隈取は歌舞伎の化粧

• 音楽は三味線と笛竹による

• 単純な舞台装置
(Pronko,2007)



俳優の役割
荒事 荒い、力強い手振

り。

和事 温和、上品、現実
的な手振り。

女形 若い女性の役を演じる役
者、職掌、また質素な化
粧その男の演技の様式そ
のものを指す。
（http://www.wdl.org/en
/item/4346/）



隈取
感情 色彩 Image

力強さ 線が赤色 Image 1 

悲しみ 線が青色 Image 2

利己的 線が黄色 Image 3

怒り 線が赤黒い Image 4



舞台装置
歌舞伎には３つの舞台装置がある。
• 揚幕ー舞台から見て「花道（はなみち）」の突き当たりにかかっている幕
で、通常その劇場の紋が染め抜かれている。

• 花道ー「花道」は、「本舞台」で演じられている場面に合わせて、道・廊
下・海・川岸などさまざまな場所に変化し、客席に近いため観客に対して
親近感を与える場所でもある。

• スッポン「花道（はなみち）」の付け根あたりにある、小さな「セリ」の
ことをさす

(http://www2.ntj.jac.go.jp/unesco/kabuki/jp/3/3_01.html

http://www2.ntj.jac.go.jp/unesco/kabuki/jp/3/3_01.html


衣装
公家悪 和事 荒事

公家と悪役の衣装
が華美な衣装

単純な衣装:江戸時
代の百姓の着物

侍の着物



歌舞伎の歴史

1603 年 出雲
の阿国が伝統
的な歌舞伎を
設立

(重利, 1959）

1628年

女性は伝
統的な歌舞
伎を演技す
ることが禁
止された

1629年

女形が成立

（あまの, 2001）

1688年

荒事の役割が成立

(Blummer, 2001)

1689年

和事の役割が成
立

(Blummer,2001)



歌舞伎の歴史

1787年
作事が成立
した。女形
の踊り

1878年
東京の繁華
街に新富座
が開かれた。

1889年
銀座に歌舞
伎座が聞か
れた

1989年
スーパー歌舞
伎が生まれた。
歌舞伎座での
ヤマモトタケ
ルが６か月で
完売となった。



スーパー歌舞伎
• スーパー歌舞伎は、自由な発想、新しい解釈と、
表現のさまざまな方法でステージを作成すること
で、観客を引き付けることが重要でいる

• また、音楽を流したり華やかな化粧などブロード
ウェイ劇場から概念を借りた芸術の新しい方向で
ある

(Natsuko, 2002)



歌舞伎の人気
• 歌舞伎は長い歴史の中で変化、人気を得ました。
（猿之助IV)

• 今では歌舞伎役者は日本のドラマでもよく活躍し
ている。



研究方法
アンケート

60人の大学生

30人の日本人

13人の男性、17人の女性

30人のアメリカ人
11人の男性、19人の女性

研究調査：
• オライオンによるアンケート

英語 日本語

https://docs.google.com/forms/d/1Bz035xTFvZx4Oh8ex_0W9CjFYIrsLcWl8-vn16Ad-nI/closedform
https://docs.google.com/a/csumb.edu/forms/d/13Re89oNy5yLw3GAfucGP55i7ylcfeLx-3fkq1JuanNg/edit


研究結果
研究質問1

日本とアメリカの大学生は歌舞伎にどのような認識

持っているのか。



歌舞伎の馴染み

アメリカ人のほうが日本人より馴染みがあると答えた人数が上
回る。

どちらの歌舞伎のスタイルに馴染みがありますか。



歌舞伎の興味

アメリカ人と日本人ともにどちらの歌舞伎にも興味
がある

大学生はどの歌舞伎スタイルに興味がありますか。



歌舞伎を回見た
学生は劇場で伝統的な歌舞伎を何回見たことがありま

すか。

アメリカ人も日本人も一度は劇場で伝統的な歌舞伎を見たことが
ある



楽しんだ

アメリカ人は全ての歌舞伎の項目を楽しんだ。日本人は演技と
衣装を楽しんだ。

大学生は劇場で伝統的な歌舞伎のどの側面
を楽しみましたか。



歌舞伎を楽しんだトップ３
アメリカ人の大学生 日本人の大学生

1st:
演技と化粧は33%

1st

演技は29.6％

2nd

音楽は26％
2nd

衣装は29.4％

3rd

物語は26％
3rd

物語は18.8％

アメリカ人と日本人では２番めにあげた物に違いがで
た。アメリカ人は音楽、日本人は衣装と回答した。



紹介

アメリカ人と日本人も歌舞伎をテレビで知った。

大学生は伝統的な歌舞伎をどのよう
に知りましたか。



歌舞伎のジャンル

アメリカ人と日本人は喜劇を劇場で見てみたいと思って
いる

大学生は下記の歌舞伎の中て、どのジャンルの歌舞
伎を劇場で見てみたいと思いますか。



伝統的歌舞伎とスーパー歌舞伎

アメリカ人はどちらのスタイルも楽しむが５０％、次にスーパー
歌舞伎が多かった。日本人の場合は「どちらも」と答えた人と
「伝統的な歌舞伎」と答えた人は同じ３１％の割合だで、「スー
パー歌舞伎」と答えた人は28%でた。

大学生はどちらを劇場で楽しみますか。



歌舞伎界の男女平等

アメリカ人の方が日本人より歌舞伎で男女平等
であるべきと答えた。



研究結果１のまとめ

•アメリカ人と日本人の学生どちらのも伝統歌伎を楽し
み、より大きな関心を示している

•喜劇の歌舞伎がもっとあった場合、より多くの大学生
が劇場で歌舞伎を見る可能性があるかもしれない。

•現在において、アメリカの学生は、女性が歌舞伎を演
じることに賛成だが日本の学生は反対である。



研究質問２
現在の若者たちは歌舞伎の本質を理解しているのか



隈取と表情

日本人は「怒り」、「力強さ」、「悲しみ」の隈取を理解することが
できたが、アメリカ人は「利語的」全ての区別することができた



化粧の効果

アメリカ人も日本人も化粧が観客を惹きつけるため
の特殊効果となることに賛成している

歌舞伎には化粧があるがゆえに、俳優自身がより一
層観客を惹きつけるための生きる特殊効果となる。



研究結果２のまとめ
• アメリカ人の学生が日本人の学生よりも歌舞伎の
隈取で表現する感情を理解することができた。

• アメリカ人も日本人も化粧は演技より面白さに貢
献しているとみている。



結論
• 歌舞伎は、アメリカの大学生には興味深い芸能として認
識されている芸術である。私はこの研究調査をする前、
大学生は歌舞伎に興味がないと思っていたが、間違って
いたとわかった。

• 学生は劇場で伝統的な歌舞伎を見ることに興味があるよ
うだ。

• アメリカの大学生は女性も歌舞伎を演じるべきだと答え
たのに対し、日本の学生は反対している。この姿勢の違
いはそれぞれの国の文化を反映している。



考察
研究における限界点:
この研究は少人数の回答者のため一般化はできなお・

将来の研究課題:
化粧と表現についてもっと深く追及したい
男女平等についても知りたい
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