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坂 本 ⿓ ⼀ と 壊 れ た ピ ア ノ ― ― ⽇ 本 庭 園 と 能 楽 の 観 点 か ら  
             

原  瑠 璃 彦  
 

0.  坂 本 ⿓ ⼀ と ⽇ 本 庭 園 、 能 楽  

 

 坂 本 ⿓ ⼀ の 活 動 は 多 岐 に わ た る が 、 そ の な か に 、 ⽇ 本 庭 園 や 能 楽 と 関 わ る 系

譜 が あ る 。こ れ ら に つ い て は す で に 拙 稿 で 触 れ て い る が 1、本 論 で は 、ピ ア ノ と

い う 坂 本 が ⽣ 涯 を 通 じ て ⽤ い た 楽 器 と の 関 係 に つ い て 論 じ る 。 ⽇ 本 庭 園 や 能 楽

と ピ ア ノ 。 こ れ ら は ⼀ ⾒ 、 何 ら 関 連 性 が な い 、 も し く は 、 む し ろ 相 反 す る も の

の よ う に 思 わ れ る だ ろ う 。し か し な が ら 、坂 本 は 、2010 年 代 以 降 、「 反 ピ ア ノ 」

と で も ⾔ う べ き 思 想 を 育 む こ と に よ っ て 、 こ れ ら を 共 存 さ せ る ⼿ 法 を ⾒ 出 し て

い た よ う に 思 わ れ る 。  

 坂 本 の ⽇ 本 庭 園 へ の 関 ⼼ は 、 2005 年 頃 に は じ ま る 。 簡 潔 に 整 理 し て お く と 、

坂 本 は 、2005 年 、以 後 、継 続 的 な コ ラ ボ レ ー タ ー と な る ア ー テ ィ ス ト ⾼ ⾕ 史 郎

と と も に 京 都・法 然 院 に お い て「 庭 園 実 験 LIVE」と い う パ フ ォ ー マ ン ス を ⾏ な

っ て い る 。そ し て 、そ こ で の「 実 験 」を 踏 ま え 、2007 年 に は 、⼭ ⼝ 情 報 芸 術 セ

ン タ ー [YCAM]（ 以 下 、YCAM）に お い て イ ン ス タ レ ー シ ョ ン 作 品《 LIFE ‒ fluid, 

invisible, inaudible...》（ 以 下《 LIFE ‒ fii》）を 発 表 し て い る 。こ れ は 坂 本 が 1999

年 に 発 表 し た パ フ ォ ー マ ン ス 作 品《 LIFE a ryuichi sakamoto opera》の ⾳・映 像

素 材 を も と に 、3×3 の グ リ ッ ド 状 に 吊 り 下 げ ら れ た ⽔ 槽 ― ― そ こ に は ⽔ が 湛 え

ら れ 、 超 ⾳ 波 装 置 に よ っ て 時 お り 気 化 さ れ 、 映 像 が 映 写 さ れ る と と も に 、 上 部

に 設 置 さ れ た ス ピ ー カ ー か ら ⾳ が 発 ⽣ す る ― ― か ら な る イ ン ス タ レ ー シ ョ ン 作

品 に し た も の で 、坂 本 は 、し ば し ば こ れ を「「⿅威
ししおど

し 」が 9 つ あ る 庭 園 」の よ う

な も の と説明し て い た 2。同じ く YCAM に お い て 、坂 本 は 2013 年 の「 YCAM 10

周年記念祭」 で ア ー テ ィ ス テ ィ ック・ディ レクタ ー を つ とめて い る が 、 そ こ で

も企画段階の コ ン セプト は「 庭 」で あ り 3、⽇ 本 庭 園 と の 関 連 も指摘で き る イ ン

 
1  原 瑠 璃 彦 「 ⽇ 本 庭 園 の 新 し い ア ー カ イ ヴ へ の 挑 戦 ― ― 「 Incomplete Niwa Archives 終 ら
な い 庭 の ア ー カ イ ヴ 」」『 ⽇ 本 庭 園 を め ぐ る ― ― デ ジ タ ル ・ ア ー カ イ ヴ の 可 能 性 』（ 早 川 書
房 、 2023 年 ）、 97-100 ⾴ 、 原 瑠 璃 彦 「 坂 本 ⿓ ⼀ と ⾬ の 降 る 庭 と 能 」『 ユ リ イ カ 』 第 55 巻
第 16 号 （ ⻘ ⼟ 社 、 2023 年 ）、 253-62 ⾴ 参 照 。  
2  「 LIFE か ら LIFE へ ― ― 坂 本 ⿓ ⼀ ＋ ⾼ ⾕ 史 郎 」『 LIFE - fluid, invisible, inaudible… 』
（ NTT 出 版 、 2007 年 ）、 15 ⾴ 。  
3  「 ⼭ ⼝ 情 報 芸 術 セ ン タ ー YCAM 10 周 年 記 念 祭 」 事 前 頒 布 パ ン フ レ ッ ト 。  
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ス タ レ ー シ ョ ン 作 品 《 Forest Symphony》《water state 1》 を新た に 発 表 し て い

る 。  

 ⼀⽅、坂 本 は 、や が て 能 楽 に も 関 ⼼ を持ち、2011 年 頃 よ り積極的 に 関 わ る よ

う に な る 。 坂 本 が ⾳ 楽 を ⼿ がけた 映画「 ⼀命」（ 2011 年 、監督：三池崇史 ） で

は 、 ⼀ 部 、 能 楽 の葛野流⼤⿎⽅・⻲井広忠、⻲井の 実弟で あ る歌舞伎囃⼦⽅の

⽥中傳左衛⾨（⼩⿎）、⽥中傳次郎（太⿎）が参加し て い る 。ま た 、後 に も引⽤

す る よ う に 、2011 年 7 ⽉ 31 ⽇ の「 FUJI ROCK FESTIVALʼ11」に際し て 、坂 本

は 能 楽 へ の 関 ⼼ を記し て い る 4。⾃伝『ぼく は あ と 何回、満⽉を ⾒ る だ ろ う』で

も述べ ら れ て い る よ う に 、 坂 本 は も と も と 能 楽 などの ⽇ 本 の伝統芸 能 を忌避し

て い た 。し か し 、DVD ブック『エレ ファン テ ィズム』（ 2002）の ための取材 で

ア フ リ カ を訪れ た と き 、 そ の⾵景に 「花⿃⾵⽉」 に 通 じ る も の を感じ苦笑し た

と い う 5。  

 本 論 の 出 発点と な る の は 、こ う し た 坂 本 の 関 ⼼ に基づき 、上記の「 YCAM 10

周年記念祭」 に あ た っ て企画さ れ た野村萬斎＋坂 本 ⿓ ⼀＋⾼ ⾕ 史 郎  能 楽 コ ラ

ボ レ ー シ ョ ン《 LIFE‒WELL》（公演⽇：2013 年 10 ⽉ 22 ⽇  2 回公演、於：YCAM）

で あ る 。 こ れ は 、 坂 本 、 ⾼ ⾕ が和泉流狂⾔⽅・野村萬斎を迎え た コ ラ ボ レ ー シ

ョ ン企画で あ っ た 。そ こ で は 、上記の イ ン ス タ レ ー シ ョ ン 作 品《 LIFE ‒ fii》の

も と で 能 楽 の パ フ ォ ー マ ン ス が ⾏ な わ れ た 6。オペラ《 LIFE》は 、庭 で の 実 験 を

踏 ま え 、《 LIFE ‒ fii》と い う 庭 の よ う な イ ン ス タ レ ー シ ョ ン 作 品 に転⽣ し た が 、

さ ら に こ こ で 、 庭 で ⾏ な わ れ る 能 《 LIFE ‒ WELL》 に転⽣ し た こ と に な る 。筆

者は こ の企画に は前年 の構想段階か ら 関 わ り 、最終的 に 「 ド ラ マ トゥルク」 と

 
4  本 論 、 第 5 節 参 照 。  
5  坂 本 ⿓ ⼀ 「 旅 と ク リ エ イ シ ョ ン 」『 ぼ く は あ と 何 回 、 満 ⽉ を ⾒ る だ ろ う 』（ 新 潮 社 、
2023 年 ）、 114 ⾴ 。 こ の エ ピ ソ ー ド は 、 坂 本 ⿓ ⼀ 「 全 て が 謎 だ 、 だ か ら ⾯ ⽩ い 」『 ⼤ 倉 源
次 郎 の 能 楽 談 義 』（ 淡 交 社 、 2017 年 ）、 94 ⾴ で も 記 さ れ て い る 。 能 楽 と の 関 わ り に つ い て
は 、 坂 本 ⿓ ⼀ 「 旅 と ク リ エ イ シ ョ ン 」、 113-18 ⾴ 、 120-22 ⾴ 、 127 ⾴ で も 触 れ ら れ て い
る 。  
6  《 LIFE‒WELL》 に つ い て は 、 以 下 の YCAM の ア ー カ イ ブ ・ ペ ー ジ で 映 像 を 含 む 記 録 が
視 聴 で き る 。 URL=https://www.ycam.jp/archive/works/life-well/ 。 ま た 、 原 瑠 璃 彦 「 坂
本 ⿓ ⼀ と ⾬ の 降 る 庭 と 能 」、 255-58 ⾴ 参 照 。  

な お 、 こ れ 以 前 に 先 ⽴ つ 能 楽 と の コ ラ ボ レ ー シ ョ ン と し て 、 ⽇ 本 で 観 世 流 シテ⽅の修
練を積んだ後、ニューヨー ク をベースに活動する三輪万葉と の⼆度の セ ッ シ ョ ン が あ
る 。 ⼀度⽬は 3.11 直後に⾏な わ れ た 「 Concert for Japan: Eguchi ‒ Impriovisational 
music &  dance」（ 2011 年 4 ⽉ 、於：ニューヨー ク Japan Society） で あ り 、⼆度⽬は
「 Ryuichi Sakamoto curates: Improvisation Noh, Dojō-ji」（ 2012 年 4 ⽉ 、於：ニューヨ
ー ク ・Stone） で あ る 。 URL=https://www.miwamayo.com/performance2011 、
https://www.miwamayo.com/improvisation-noh 。  
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い うクレジッ ト で 関与し て い る 。  

 

 

1,  能 楽 コ ラ ボ レ ー シ ョ ン 《 LIFE‒WELL》 に おける ピ ア ノ  

 

 《 LIFE‒WELL》は⼆部構成か ら な る 。前半は《 LIFE‒fii》の も と で 能 楽 の古

典演⽬を 上演す る こ と が主旨で あ り 、狂⾔《⽥植》、舞囃⼦
ま い ば や し

《賀茂  素 働
しらはたらき

》、素囃⼦
す ば や し

《猩 々 乱
しょうじょうみだれ

》が 上演さ れ 、《 LIFE ‒ fii》の空間な ら で は の 映 像 や照明の演出 が加

え ら れ た 。 そ し て 、 素囃⼦《猩々乱》 に は 、 坂 本 が ピ ア ノ で参⼊し た 。 素囃⼦

と は 、 能 楽 の囃⼦⽅、 す な わち、笛・⼩⿎・⼤⿎・太⿎のみで囃⼦事を演奏す

る形式で あ る 。  

 そ も そ も 能 楽 の囃⼦に お い て 、四者の間に⻄洋⾳ 楽 的 な 「調和
ハーモニー

」 は な い 。 ま

た 、笛、 す な わち能管の ⾳程は 、 ピ ア ノ の平均律と は異な る 。 よ り厳密に は 、

能管の ⾳程は ⼀管ごと に固有で あ る 。 そ れゆえ 、当然 な が ら 、基本 的 に ピ ア ノ

と調和す る こ と は な い 。 と く に 、 素囃⼦で演奏さ れ る よ う な曲⽬で は 、笛がほ

ぼ常時 、旋律を担う ため、 よ り ⼀層そ こ に ピ ア ノ が参⼊す る こ と は難し い 。前

⽇ の リハーサルで は 、 こ の パ ー ト をどう す る か議論 が ⽣ じ た が 、最終的 に 坂 本

は 、両者が合う こ と は も と か ら な い と い う前提の も と 、《猩々乱》の傍ら で あ え

て全く異な る ⾳ 楽 の即興演奏を ⾏ な う か たちが と ら れ た 。 お そ ら く 《 LIFE‒

WELL》中、こ の パ ー ト が も っ と も賛否両論 を ⽣んだ で あ ろ う 。筆者と し て は 、

両⽴し な い⼆つ の ⾳ 楽 を あ え て同時 に演奏す る こ と で 、両者の対⽐を際⽴た せ

る こ と が で き て い た と考え て い る 。互い に 「図」 と 「地」 と な る こ と で 、異質

な 「地」 に よ っ て 「図」 の特異性 を露わ に す る と で も ⾔ え る だ ろ う か 7。  

⼀⽅、第⼆部《 LIFE‒WELL》は 、ア イルラ ン ド の詩⼈・劇作家ウィ リ アム・

バト ラ ー ・ イェイツが 能 の英訳か ら 触 発 さ れ て書い た戯曲《鷹の井⼾（ At the 

Hawksʼ Well）》（ 1916） を も と に し た新作 パ ー ト 《 LIFE‒WELL》 か ら な る 。 そ

の前半は 、戯曲《鷹の井⼾》 の松村みね⼦に よ る ⽇ 本語訳を野村萬斎が朗読す

る と と も に 、 坂 本 が ピ ア ノ に よ る即興演奏を加え る か たちが と ら れ た 。 こ う し

た 、朗読に ピ ア ノ の即興演奏を加え る ⼿ 法 は 、 フ ラ ン ス⽂学者・演出家の渡邊

 
7  こ のよう に 能 楽 を異な る⾳楽 の な か で あえて同時に演奏し た例と し て 、秋吉敏⼦＝ル
ー ・ タバキンビッグバン ド による ア ルバム『 イ ンサイツ』（BMG  JAPAN、 1976） に おけ
る 「 Minamata」 が あ る 。そこ で は ジャズの演奏の な か 、突如と し て 観 世 流 シテ⽅・ 観 世
寿夫、葛野流 ⼤⿎⽅・⻲井忠雄、 ⼤ 倉 流⼩⿎⽅・鵜澤速雄による謡と囃⼦が加わ る 。  



 41 

守章を中⼼ に 3 年 連 続 で ⾏ な わ れ た「 マ ラルメ・プロジェクト 」（ 2010-12）の

経験 が ⽣ か さ れ た と ⾔ え る 8。 そ し て 、 後半に は 、《鷹の井⼾》 を翻案し た新作

能 《鷹姫》（ 1967 年初演、観世寿夫節付・ 作舞） が ⼀ 部 上演さ れ た 。 こ の 《鷹

姫》 に お い て も 坂 本 は ピ ア ノ の演奏で加わ っ た 。  

第⼆部《 LIFE‒WELL》に お い て 、坂 本 は 、冒頭は鍵盤に よ る 通常の ピ ア ノ演

奏を す る も 、徐々に 、内部奏法 、 ま た 、プリペア ド ・ ピ ア ノ に よ る演奏を ⾏ な

っ た 。具体的 に は 、 ピ ア ノ の弦を直に は じ い た り 、弦の 上 に鉄パ イプや⽯など

の道具を乗せ た 状態で鍵盤を演奏す る ⼿ 法 で あ る 。 こ れ に よ っ て 坂 本 は 、 ピ ア

ノ の弦の繊細な ⾳ を 発 ⽣ さ せ た り 、 ピ ア ノ の ⾳ に歪みを与え て い た 。 こ の こ と

に つ い て 、⾃伝で は 以 下 の よ う に語ら れ て い る 。  

 

能 楽 は太⿎に し て も笛に し て も 、空間を引き裂く よ う な強烈な ⾳ を 出 し

ま す よね。対し て 、ピ ア ノ の ⾳ はどう し て も弱く感じ て し ま い ま す 。ピ

ア ノ は ⾳ の 連 な り で成⽴す る曲の ための 楽 器 で す か ら 、⼀ ⾳ で ⾳ 楽 を 表

現で き る和楽 器 の 存在感に は と て も太⼑打ちで き な い 。そ こ で 、ぼく は

弦の 上 に パ イプや⽯を並べ 、あ え て ノ イズし か 出 な い よ う に し たプリペ

ア ー ド ・ ピ ア ノ を演奏し ま し た 。 9  

 

こ の こ と に よ っ て 、第⼀ 部 と は異な り 、第⼆部 で は 、 本来、 能 楽 と は全く異質

な ピ ア ノ が あ る種の親和性 を獲得し 、 能 楽 に な じ む こ と が で き て い た よ う に 思

 
8「マラ ルメ・プロジェク ト 」 は 、渡邊によるステファヌ・マラ ルメの詩の朗読を軸と
し 、 坂 本 が ピ アノによる即興伴奏を し 、 ⾼ ⾕ が 映 像演出 を加えた 。「マラ ルメ・プロジェ
ク ト II」（ 2011）、「マラ ルメ・プロジェク ト III」（ 2012） で は 、 コ ンテンポラ リ ー ・ダン
サー の ⽩井剛、寺⽥みさ こ が 参加し て い る 。「語り 」 を中⼼と し つ つ 、⾳楽 、美術 、⾝体
表現が総合さ れ る パ フォーマンスと い う点で 、「マラ ルメ・プロジェク ト 」 に は 能 に通じ
る点が多々あった 。実際、渡邊⾃⾝、 早 く か らマラ ルメの詩と 能 楽 の詞章に相通じる点
を ⾒ 出 し て お り〔渡邊守章「 能 とその 「外部」 ― ― 観 世寿夫の軌跡」『渡邊守章評論集―
―越境する伝統』（ダイヤモン ド 社 、 2009 年 ）、 23 ⾴〕、「《 イ ジチュー ル 》 を 能 にする と
い う幻想。その計画は寿夫の死によって実現せずに 終 わって し まった が 、私と し て は 、
ま だ諦め た訳で は な い 」 と 記 し て い る〔渡邊守章「 ⽇ 本 の伝統演劇とその⾔語」『渡邊守
章評論集』、 44 ⾴〕。 観 世寿夫の 早すぎる死によって実現し な かった 、《 イ ジチュー ル 》 を
能 にする と い う渡邊の 「幻想」 は 、 30 年 以上の時を経て 、 坂 本 と ⾼ ⾕ によって実現さ れ
た と⾔えよう 。 な お 、野村萬斎を 能 楽 以外の舞台作品に最初に起⽤し た の は渡邊で あ
る 。《 LIFE‒WELL》 は 、渡邊が⾏なって い た種々の 能 楽 の 新 し い試みの系譜を継承し て
い る と⾔える 。  
9  坂 本 ⿓ ⼀ 「 旅 と ク リ エ イ シ ョ ン 」、 116 ⾴ 。 坂 本 は上に続けて 、ニューヨー ク The 
Stone で三輪万葉と セ ッ シ ョ ン を⾏なった際に は〔注 6 参 照〕、「 ピ アノの弦の上に針⾦や
⾦属の⽕箸や新聞紙を載せた 」 と述べて い る 。  
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わ れ る 。  

 

2.  ピ ア ノ に 「 さ わ り 」 を賦与し 、壊す
・ ・

こ と  

 

《 LIFE‒WELL》第⼆部 に お い て 、なぜピ ア ノ は特殊奏法 やプリペア ド・ピ ア

ノ に よ っ て 能 楽 と の親和性 を獲得す る こ と が で き た の か 。 こ の こ と を考え る に

あ た っ て参考に な る の が 、武満徹に よ る 1969 年 の講演に基づく⽂章「 さ わ り

に つ い て 」 で あ る 。武満は 、 し ば し ば⻄洋楽 器 と の対⽐で邦楽 器 に つ い て 論 じ

て い た が 、 こ こ で は 「 さ わ り 」 を も と に語ら れ て い る 。  

⽇ 本 の ⾳ 楽 に お い て 「 さ わ り 」 と い う語は さ まざま な場⾯に ⾒ ら れ る 。雅楽

の笙の簧
した

（ リ ー ド ） に ⽤ い ら れ る銅の合⾦は 「響銅
さ わ り

」 と呼ば れ 、仏教儀式で ⽤

い ら れ る 「砂張
さ わ り

」 は鋺状 の体鳴楽 器 で あ る 。 ま た 、琵琶や三味線の弦を弾い た

と き に あ え て弦が 触 る よ う に取り付ける 装 置 も 「 さ わ り 」 と ⾔ う 。 さ ら に 、義

太夫節で の ⽤語「 さ わ り 」 は 、 も と も と は 「他流の節に 触 る
・ ・

」 と い う意か ら義

太夫節以外の曲節を取り⼊れ た 部分を指す が 、 後 に ⼀曲の聞きどこ ろ を意味す

る よ う に な っ た 10。こ こ で重要な の は三つ⽬の弦楽 器 の「 さ わ り 」で 、こ れ ら は

あ え て弦が 触 る よ う に 楽 器 に 設 置 す る こ と で倍⾳ を含む複雑な ⾳ を 発 ⽣ さ せ 、

「 わざわざ普通 の ⾳ を き た な いビー ン と い う騒⾳ の効果を ⽣ む よ う に 」 す る も

の で あ る 11。武満も述べ て い る が 、弦楽 器 に こ う し た「 さ わ り 」を取り付ける こ

と は ⽇ 本 で独⾃に 発展し た も の で 、世界的 に ⾒ て も珍し い と し ば し ば ⾔ わ れ る 。 

能 楽 に も こ れ に類似し た点を ⾒ 出 す こ と が で き る 。 た と え ば 、 能管は 、構造

的 に は雅楽 の横笛と同⼀ だ が 、能管の場合、「 ノ ド 」と ⾔ わ れ る管内の空気 の 通

り道が横笛よ り も あ え て細く さ れ て い る 。 す な わち、管内の空気 を 通 り に く く

す る こ と で 、 よ り ノ イズが増⼤す る よ う に 設計さ れ て い る 。 ⾔ っ てみれ ば 、 ノ

ド は 能管に と っ て の 「 さ わ り 」 で あ る 。  

対し て 、⻄洋の 楽 器 で は極⼒ノ イズを排除し 、純粋な 楽 ⾳ を析出 す る こ と を

基本 理念と す る 。 ピ ア ノ と い う 装 置 は 、 そ う し た 理念の権化 で あ る 。武満の ⾔

説に基づく な ら 、 坂 本 が特殊奏法 、プリペア ド ・ ピ ア ノ に よ っ て ⾏ な お う と し

て い た こ と と は 、 ピ ア ノ に 「 さ わ り 」 を賦与し 、 そ の ⾳ の雑⾳ を増⼤さ せ る こ

と 、 ⾔ わ ば 、 ピ ア ノ を壊す
・ ・

こ と だ っ た と ⾔ え る 。 そ れゆえ に 、 ピ ア ノ は 能 楽 に

 
10  淺⾹淳編、吉川英史監修『邦楽百科辞典― ―雅楽 か ら⺠謡ま で 』（⾳楽之友社 、 1984
年 ）、 440-41 ⾴ 。  
11  武満徹「 さ わ り に つ い て 」『樹の鏡、草原 の鏡』（ 新 潮 社 、 1975 年 ）、 148 ⾴ 。  
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歩み寄る こ と が で き て い た の で は な い か 。  

 先の引⽤ で 、 坂 本 は 「 ピ ア ノ は ⾳ の 連 な り で成⽴す る曲の ための 楽 器 で す か

ら 、 ⼀ ⾳ で ⾳ 楽 を 表現で き る和楽 器 の 存在感に は と て も太⼑打ちで き な い 」 と

語っ て い た 。こ の こ と も 、武満の述べ て い る こ と に 通 じ る 。武満は 、「⻄洋の ⾳

楽 と い う の は 、⼀ つ の ⾳ だけで は ⾳ 楽 た り得な い 」、「 ⼀ つ の A と い う ⾳ に対し

て B と い う ⾳ が 出会っ て 、そ れ が C と い う よ う に 、弁証法 的展開を し て ⾳ 楽 的

表現が な さ れ る 」 と述べ る 。 そ れ に対し て 、「 ⽇ 本 に お い て は ⼀ つ の ⾳ が “さ わ

り ”を持っ て い る 。つ ま り騒⾳ 的 で あ る 。⻄洋の ⾳ に⽐べ て⾮常に複雑で 、⼀ つ

の ⾳ の中に た く さんの ⾳ が運動 し て い る 」12。こ の こ と に基づく な ら ば 、《 LIFE‒

WELL》第⼆部 に お い て 、ピ ア ノ は各「 ⼀ ⾳ 」に こ う し た複雑性 を獲得さ せ る こ

と で 能 楽 に参⼊で き て い た こ と に な る 。  

 も っ と も 、坂 本 に よ る特殊奏法 、プリペア ド・ピ ア ノ は 、何 も《 LIFE‒WELL》

に お い て は じ ま っ た こ と で は な く 、 そ れ 以前か ら 継 続 的 に ⾏ な わ れ て い た こ と

で は あ る 。 し か し 、《 LIFE‒WELL》 の第⼀ 部 と第⼆部 に お い て 、 通常の ピ ア ノ

演奏と 、「 さ わ り 」を賦与す る こ と で壊し た ピ ア ノ の演奏を そ れぞれ ⾏ な い 、能

楽 と の対⽐と親和を露わ に さ せ た こ と は 、 ピ ア ノ を ⽤ い る 坂 本 に種々の⽰唆を

与え て い た の で は な い だ ろ う か 。  

 

 

3.  ⼆つ の壊れ た ピ ア ノ  

 

 ピ ア ノ を壊す こ と 。 こ れ に 関 連 し て注⽬さ れ る⼆つ の壊れ た ピ ア ノ が あ る 。

⼀ つ は 「津波 ピ ア ノ 」 と呼ば れ る も の で 、宮城県農業⾼等学校に お い て東⽇ 本

⼤震災 3.11 で津波 の被害を被っ た ピ ア ノ で あ る 。坂 本 は 、震災後 、被災地を訪

れ て い る が 、 そ の な か で 2012 年 1 ⽉、 こ の ピ ア ノ を視察し て い る 。 そ の ピ ア

ノ は⻑時間泥⽔ に浸か っ て い た ため、 と こ ろどこ ろ弦が錆びた り切れ て お り 、

ま た調律も⼤き く狂い
・ ・

、 い く つ か の鍵盤は膨張し て い る ため押す と戻ら な い 状

態だ っ た 13。ドキュメン タ リ ー 映画『Ryuichi Sakamoto: CODA』（監督：ス テ ィ

ーブン ・ ノムラ ・ シブル、2017）に は 、こ の と き の 坂 本 の視察と ピ ア ノ の演奏

 
12  武満徹「 さ わ り に つ い て 」、 150-51 ⾴ 。  
13  坂 本 ⿓ ⼀ 「⾃然に は敵わ な い 」『 ぼ く は あ と 何 回 、 満 ⽉ を ⾒ る だ ろ う 』、 82 ⾴ 、ヤマハ
ピ アノサービス株式会社 「津波ピ アノ」
URL=https://www.yamahapianoservice.co.jp/csr/tsunami-piano.html 。  
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の様⼦が収録さ れ て い る 。 ま た 、同作 で は 、 坂 本 がニューヨークの⾃宅で ピ ア

ノ の前に座り 、次の よ う に語る場⾯が あ る 。  

 

産業⾰命が起こ っ て 、は じめて こ う い う 楽 器（ ピ ア ノ を指し て ）が つ く

れ る よ う に な っ たんで すね。 何枚も こ れ 、⽊の板が 、6 枚く ら い か な 、

重な っ て い る の を 、強い⼒で こ う い う か たちに 、半年 く ら い かけて型に

はめる わけなんで す 。あ る い は 、こ の弦も ス ト リ ン グ ス に 、全部合わ せ

る と 、何 ト ン と い う⼒が加わ っ て い る ら し いんで すね。も と も と⾃然 に

あ る物質を 、⼈間の⼯業⼒と か 、⽂明の⼒で 、⾃然 を鋳型に はめる 。⾳

も調律が狂っ て く るんで 。⼈間は「狂う 」っ て ⾔ い ま すけれども 、全然

狂っ て るんじゃな く て⾃然 の こ の物質たちは も と の 状態に戻ろ う と必

死に な っ て も が い て い る わけで す よね。  

津波 っ て い う の は ⼀瞬でバー ン！と来て⾃然 に ⼀種戻し た と い う か 、戻

っ て い る わけで す よね。で 、い ま僕は 、そ の⾃然 が調律し て く れ た あ の

津波 ピ ア ノ の ⾳ が と っ て も良く感じ るんで す よ 。と い う こ と は や っぱり 、

こ の ピ ア ノ 的 な も の 、⼈間が無理⽮理⾃分の幻想 に基づい て調律し た 、

⾔ わ ば「不⾃然 な 」、つ ま り⼈間的 に は⾃然 だけど、⾃然 か ら ⾒ る と「 と

て も不⾃然 な 」 状態に対す る 、 何 と ⾔ う か 、強い嫌悪感と ⾔ う の か な 、

僕は あ る と 思 うんで す よ 、僕の な か に 。 14  

 

こ こ で は 「 反 ピ ア ノ 」 と で も ⾔ う べ き 思 想 が明確に あ ら わ れ て い る 。 ピ ア ノ と

は 、⾃然 素 材 を⼈⼯的 に加⼯し 、 そ の ⾳程も定めら れ た規則に基づい て調律さ

れ 、ま た 、先に述べ た よ う に 、な る べ く純粋な 楽 ⾳ を析出 す る よ う 設計さ れ る 。

ピ ア ノ と は 、 そ う し た い く つ も の合理 的 な技術 、 思 想 に基づい て つ く ら れ た産

物で あ る 。⻑ら く ピ ア ノ に慣れ親しんで い る者で あ れ ば 、そ れ が「⾃然 な 」、当

 
14  B lu-ray『 Ryuichi Sakamoto: CODA』（KADOKAWA、 2017 年 ） に基づく 書 き起こ し 。
な お⾃伝で は 以 下 のよう に語ら れ て い る 。  
 

だけど、 こ の壊れ て し まった 「津波ピ アノ」 の鍵盤を押し な が ら⽿を澄ませて
みる と 、すっか り調律が狂って し まった弦が 、 何 と も味の あ る⾳を鳴らすんで
すよね。考えてみれば、 ピ アノと い う も の が も と も と⽊材と い うマテリ ア ル を
⾃然か ら取り 出 し て鉄鋼で繋ぎ、我々が好む⾳を奏で るよう に作ら れ た⼈⼯物
です。 だ か ら逆説的に⾔う と 、津波と い う⾃然の⼒によって⼈間の エゴが破壊
さ れ 、 本来あ るべき⾃然の姿に還って いった の で は な い か 、 と も感じま し た 。  

〔坂 本 ⿓ ⼀ 「⾃然に は敵わ な い 」、 82 ⾴ 。〕  
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た り前の も の と捉え 続ける だ ろ う 。 し か し 、 坂 本 は そ こ へ の 「嫌悪感」 を⾃覚

し つ つ あ る 。そ し て 、3.11 で津波 の被害を受けた ピ ア ノ に 、む し ろ⾃然界か ら

す れ ば 「⾃然 な 」 性質を ⾒ 出 す 。 上記の よ う に 、 坂 本 は そ れ を 「⾃然 が調律し

て く れ た 」 と語る 。  

坂 本 は 、あ る 時 か ら 、ピ ア ノ の厳密な調律を やめた と い う が 15、こ こ に は明ら

か に津波 ピ ア ノ の影響が あ る だ ろ う 。坂 本 は津波 ピ ア ノ に 関 し て 、「切れ た弦を

⼿ で弾く とガムラ ン の よ う な良い ⾳ が し 」 た と も語っ て い た と い う 16。先に述

べ たプリペア ド ・ ピ ア ノ と は 、 ピ ア ノ でガムラ ン の よ う な ⾳ を 発 ⽣ さ せ る ため

にジョ ン ・ケージが考案し た ⼿ 法 で あ っ た 。 こ こ で津波 ピ ア ノ の弦に 触 れ る 坂

本 は 、《 LIFE‒WELL》 に お い て 「 さ わ り 」 を賦与す る こ と で ピ ア ノ の ⾳ を壊し

て演奏す る姿と重な り合う 。  

 津波 ピ ア ノ は 、 そ の 後 、修復不可能 な ため学校で は廃棄す る こ と が決ま っ た

が 、坂 本 は こ れ を引き取っ て い る 17。そ し て 、後 に⾃⾝の 作 品 に起⽤ し て い る 。

2017 年 に 発 表 さ れ た アルバム『 async』の収録曲「 zure」で は 、津波 ピ ア ノ の ⾳

が ⽤ い ら れ て い る 。 ま た 、『 async』リ リ ー ス 後 に ⾏ な わ れ た展覧会「 坂 本 ⿓ ⼀  

with ⾼ ⾕ 史 郎｜設 置 ⾳ 楽展 2  IS YOUR TIME」（展⽰期間：2017 年 12 ⽉ 9 ⽇

― 2018 年 3 ⽉ 11 ⽇ 、於： ICC イ ン タ ー コミュニケー シ ョ ン ） は 、『 async』を

イ ン ス タ レ ー シ ョ ン 化 し た展⽰で あ る が 、 そ こ で 発 表 さ れ た新作 イ ン ス タ レ ー

シ ョ ン 《 IS YOUR TIME》 で は 、津波 ピ ア ノ そ の も の が展⽰さ れ て い る 。 こ の

展⽰に あ た っ て は 、ヤマハピ ア ノサービス株式会社が修復を担い 、そ の際に は 、

「可能 な限り被災時 の 状態の ま ま展⽰に耐え う る ピ ア ノ と し て再⽣ す る 」 こ と

を基準と し 、弦やハン マ ー の交換、鍵盤の調整等を ⾏ な わ な い 、特殊な「調整 」

を施し た と い う 18。展⽰会場に は 10 個の LED パネルと 14 個の ス ピ ー カ ー が 設

置 さ れ 、会場の ⼀端に 置 か れ た津波 ピ ア ノ に は各鍵盤を直に押す機材 を取り付

け、 リ アルタ イムに送信さ れ る世界中で 発 ⽣ し た地震のデー タ に基づい て鍵盤

を弾く シ ス テムが構築さ れ た 。 な お 、 こ の展覧会のオープニン グ ・ イベン ト で

は 、 坂 本⾃ら津波 ピ ア ノ を演奏し て い る 19。  

 
15  坂 本 ⿓ ⼀ 、福岡伸⼀ 「壊すこ と か ら⽣ま れ る ― ―⾳楽 と⽣命の共通点」『⾳楽 と⽣命』
（集英社 、 2023 年 ）、 26 ⾴ 。  
16  「 坂 本 ⿓ ⼀ と ピ アノ― ― 「津波ピ アノ」 に寄せて 」『異業種ネッ ト 』 URL=https://e-
gyousyu.com/series/com0001/ 。  
17 坂 本 ⿓ ⼀ 「⾃然に は敵わ な い 」、 81-82 ⾴  
18  ヤマハピ アノサービス株式会社 「津波ピ アノ」。  
19  イ ンスタ レ ー シ ョ ン 、 な らびに津波ピ アノの演奏の様⼦に つ い て は 以 下 で 視 聴 で き
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 も う ⼀ つ の壊れ た ピ ア ノ は 、ニューヨークの⾃宅の 庭 の ピ ア ノ で あ る 。 こ の

ピ ア ノ は 、2015 年 、坂 本 が ⼀度⽬の がん療養中にハワイ で購⼊し た中古住宅に

も と か ら あ っ た も の だ と い う 。そ の住宅⾃体は すぐに ⼿放し た も の の 、「古びた

雰囲気 が なんと も 素敵な こ の ピ ア ノ だけ」 はニューヨークの⾃宅に持ち帰っ た
20。そ し て 、そ れ を⾃宅の 庭 に野ざら し の 状態で 置 く こ と で 、「⾃然 に還す ため

の 実 験 」 を ⾏ な っ た 。⾃伝で は 以 下 の よ う に記さ れ て い る 。  

 

そ れ か ら数年 が経ち、幾度と な く⾵⾬に も さ ら さ れ て塗装 も す っ か り剥

が れ 、今で はどんどん本来の⽊の 状態に近づい て い っ て い る 。こ の ま ま

どう朽ちて い く の か ― ― そ れ は 、ぼく たち⼈間の あ る べ き⽼い⽅と も繋

が る よ う に感じ ま す 。 21  

 

ピ ア ノ を 「⾃然 に還す ための 実 験 」 のモデルは 、明ら か に先の津波 ピ ア ノ に あ

る 。 こ れ は 、 ⾔ わ ば 、 坂 本 な り に津波 ピ ア ノ に類す る も の を つ く る 実 験 だ っ た

だ ろ う 。 こ の ピ ア ノ を ⽤ い た 作 品 は 発 表 さ れ て い な い が 、将来的 に は津波 ピ ア

ノ の よ う に⾃⾝の 作 品 に ⽤ い る こ と が 想定さ れ て い た と 思 わ れ る 。  

 ⾃伝で は先の引⽤箇所の向か い⾴に 、 こ の ピ ア ノ の前に座る 坂 本 の 写真が掲

載さ れ て い る 。⾃伝の 表紙に掲載さ れ て い る朽ちた ピ ア ノ も 、 こ れ にほか な ら

な い 。 上 の引⽤ で は 、野ざら し に さ れ て朽ちてゆく ピ ア ノ に⼈間の⽼い てゆく

姿が 連 想 さ れ て い る が 、 そ れ は 坂 本⾃⾝の姿、⽼い てゆく と と も に病を抱え る

姿と も重な り合う だ ろ う 。こ こ で強調し て お き た い の は 、そ の 実 験 の場が「 庭 」

だ と い う点で あ る 。庭 に は し ば し ば植物などの⾃然物が ⽤ い ら れ る が 、し か し 、

そ れ は⼈為な し に は成⽴し得な い 。 そ れゆえ 、 庭 と は 、⼈為と⾃然 の中間領域

に 相当す る 。 こ の⼆項対⽴は 、内と外、建築と 都市環境などに も 置 き換え ら れ

る だ ろ う 。 庭 に ピ ア ノ を野ざら し に放置 す る こ と は 、 そ う し た中間領域性 を ピ

ア ノ に帯びさ せ る こ と に な る 。重要な の は 、 そ れ が完全に壊れ た ピ ア ノ で は な

い点で あ る 。厳密に は 、 そ れ は あ く ま で壊れ かけた ピ ア ノ で あ る 。  

 先に参照し た 「 さ わ り に つ い て 」 で 、武満は 「 ⽇ 本 の ⾳ 楽 の場合は 、⾃⼰を

否定す る⽅向に向か っ て い る 」と も述べ て い た 22。⽇ 本 の ⾳ 楽 に お い て は 、⼈が
 

る 。「展覧会ドキュメン ト 「 坂 本 ⿓ ⼀  with ⾼ ⾕ 史 郎｜設置⾳楽展 2  IS  YOUR 
TIME」」、 URL= https://www.youtube.com/watch?v=onNBysMf9WM 。  
20  坂 本 ⿓ ⼀ 「未来に遺すも の 」『 ぼ く は あ と 何 回 、 満 ⽉ を ⾒ る だ ろ う 』、 256 ⾴ 。  
21  坂 本 ⿓ ⼀ 「未来に遺すも の 」、 256 ⾴ 。  
22  武満徹「 さ わ り に つ い て 」、 150 ⾴ 。  
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演奏す る 楽 ⾳ と環境⾳ な い し⾃然 ⾳ は区別さ れ な いどこ ろ か 、 む し ろ 後者の⽅

に価値が 置 か れ る 。武満は 、 あ る尺⼋の先⽣ が 「⾃分の演奏で ⼀番望む ⾳ は 、

朽ちた⽵やぶに⾵が吹い て き て 、 そ の根⽅に当た っ て⾃然 に 出 て く る ⾳ 、 そ う

い う ⾳ を⾃分が演奏す る こ と が で き た ら ⼀番す ば ら し い……」 と語っ た こ と を

記し て い る 23。「 さ わ り 」に 関 し て も 、武満も引く よ う に 、義太夫節の稽古⼿引

書『は なけぬき』（ 1797） で は義太夫の三味線に つ い て 、「当時 は重き駒を掛
かけ

、

⾳⾊ほそ く障
さわり

は蝉の鳴⾳
な く ね

にひと し く 、端⼿
は て

な る を専⼀ と す 」と記さ れ て い る 24。

つ ま り 、 楽 器 に 「 さ わ り 」 を賦与す る こ と と は 、 そ の 楽 ⾳ を⾃然 ⾳ に近づける

こ と で も あ る 。  

 ま た 、武満が し ば し ば引く の が 、尺⼋と スキヤキのエピソー ド で あ る 。 あ る

⽇ 、武満が先の尺⼋の先⽣ と料亭で スキヤキを⾷し た際、 そ こ で先⽣ が尺⼋を

演奏し た 。演奏後 、先⽣ は 「今私は〈虚空〉を吹い た が 、⾃分で も終わ り の⽅

は 実 に よ く吹けた と 思 う 。 と こ ろ で 、君に は こ の スキヤキのぐつぐつ い う ⾳ が

と て も よ く聞こ え た だ ろ う？」 と武満に問い かけた 。 そ こ で武満が 「 と て も よ

く スキヤキの ⾳ が聞こ え ま し た 」 と答え る と 、先⽣ は 「 そ れ は⼤変い い演奏が

で き た証拠だ 。 なぜな ら私の ⾳ 楽 は そ の スキヤキの ⾳ な の で す 」 と答え た と い

う 25。  

 す な わち、 ⽇ 本 の ⾳ 楽 に お い て は 、演奏に よ っ て 楽 ⾳ を 発 ⽣ さ せ る も の の 、

そ の 楽 ⾳ そ の も の よ り も 、 も と か ら周囲で 発 ⽣ し て い た環境⾳ 、⾃然 ⾳ を ⽣ か

す こ と の⽅が優先さ れ る 。 そ し て 、 そ れ が 実現さ れ た と き 、 そ の演奏は成就し

た こ と に な る 。そ こ に武満は 、「⾃⼰の否定」を ⾒ 出 す 。こ の こ と を 踏 ま え る な

ら ば 、 坂 本 の 反 ピ ア ノ 的 思 想 と は 、 ピ ア ノ を 通 し て 「⾃⼰の否定」 を ⾏ な う も

の と ⾔ え る だ ろ う 。  

 

 

4 .  廃墟、 庭 と し て の ⾳ 楽  

 

 坂 本 の ⼀ 連 の イ ン ス タ レ ー シ ョ ン 作 品 で は 、 ピ ア ノ の 存在は む し ろ 後退し て

い た と ⾔ え る 。《 LIFE ‒ fii》（ 2007）で は 、ピ ア ノ は ⼀ 部 に お い て そ の ⾳源が ⽤

 
23  武満徹「 さ わ り に つ い て 」、 150 ⾴ 。  
24  「 は なけぬき 」 芸 能 史研究会編『⼈形浄瑠 璃 』 ⽇ 本庶⺠⽂化史料集成  第七巻 （三⼀ 書
房 、 1975 年 ）、 236 ⾴ 。  
25  武満徹「 さ わ り に つ い て 」、 149 ⾴ 。  
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い ら れ て い る のみで あ っ た 。樹⽊の ⽣体電位を検出 し て ⾳ 楽 を 発 ⽣ さ せ る

《 Forest Symphony》（ 2013） や ⽔盤に ⽔滴に よ る 波紋を も た ら す 《water state 

1》（ 2013）で も ピ ア ノ は使⽤ さ れ て い な い 。そ の点で 、《 IS YOUR TIME》は 、

ピ ア ノ そ の も の を ⽤ い た点が⼤き な特徴と ⾔ え る 。 た だ し 、 そ こ で ⽤ い ら れ た

の は 、先述の よ う に 、津波 ピ ア ノ と い う壊れ た ピ ア ノ で あ る 。 お そ ら く 、 坂 本

の ⼀ 連 の イ ン ス タ レ ー シ ョ ン 作 品 に お い て 、 ピ ア ノ を ⽤ い る 発 想 は⾃然 と ⽣ じ

な か っ た だ ろ う 。 む し ろ 、 コ ン ピュー タ ー を は じめと す る テクノロジー を ⽤ い

て 、 い か に ピ ア ノ と い う制度か ら離脱す る か が主旨で あ っ た はずで あ る 。 し か

し 、 ピ ア ノ を壊す こ と 、 ピ ア ノ を朽ちさ せ る こ と に よ っ て 、 イ ン ス タ レ ー シ ョ

ン 作 品 、 そ れ も 、 庭 の よ う な イ ン ス タ レ ー シ ョ ン 作 品 と 共 存 し得る こ と が徐々

に ⾒ え て き た の で は な い か 。  

そ の よ う に考え た と き 、《 LIFE‒WELL》に お い て 、イ ン ス タ レ ー シ ョ ン《 LIFE 

‒ fii》 の傍ら で ピ ア ノ が演奏さ れ た こ と の意義が改めて ⾒直さ れ る 。 そ れ は 、

《 LIFE ‒ fii》の よ う な 、庭 の よ う な イ ン ス タ レ ー シ ョ ン に ピ ア ノ を接近さ せ る

に はどう す れ ば良い か 、と い う問い に対す る回答と し て の「 ピ ア ノ を壊す こ と 」

が は っ き り と明⽰さ れ た機会と捉え ら れ る の で は な い か 。 26  

 津波 ピ ア ノ と 、ニューヨークの 庭 に 置 か れ た ピ ア ノ 。 こ の⼆つ は 、別の視点

か ら 「 庭 」 に 関 わ る も の と し て位置づける こ と が で き る 。  

古来、⻄洋に お い て 、建築と ⾳ 楽 は し ば し ば類⽐さ れ た 。「建築と は凍れ る ⾳

楽 で あ る 」と は 、度々⽤ い ら れ た ⾔葉で あ る 27。建築と ⾳ 楽 は 、と も に合理主義

 
26  な お 、 こ の と き⽤い ら れ た ピ アノは 、《 LIFE a ryuichi sakamoto opera》 に あ たって

YAMAHA が 新 し く開発し た Opera Piano で 、素⽊や透明な屋根が⽤い ら れ て お り 、「 ピ
アノの “foundation（基盤）”を透過し 可 視化する こ と 、装飾性 を排除し ピ アノの 楽器と し
て の機能 を あ ら わ にする こ と 」が試みら れ て い る〔ヤマハ「 坂 本 ⿓ ⼀⽒が 次 世代に残し た
演奏を⾃動演奏で再現、愛⽤楽器と軌跡を たどるヤマハ銀座店に て『 坂 本 ⿓ ⼀ の ピ アノ展
／ Ryuichi Sakamoto and the Piano 』 を 開 催 」
URL=https://www.yamaha.com/ja/news_release/2024/24022201/ 〕。装飾性 を排除し た
素⽊の Opera Piano は 、 能 楽 の思想と相通じて お り 、明ら か に通常の⿊の ピ アノより舞
台空間に馴染んで い た 。ま た 、劇場などの 能 楽堂以外の場で 能 楽 を上演する場合は 、舞台
上に所作台による仮設の 能舞台を設置する こ と が常套⼿段だ が 、《 LIFE‒WELL》で は所作
台などは⽤いず、ア クティングエ リ ア は 照明で⽰すのみで 、本舞台の四隅の柱― ―それ は
能 ⾯ を つける こ と で 視界が限定さ れ る 能役者に とって重要な⽬印と な る ― ― は 、ワイヤ
ー と 照明によって構成さ れ た 。通常、能 楽 の空間に あ る はずの素⽊の構造物が 、こ こ で は
ピ アノに仮託さ れ て い た と ⾒ る こ と も で き る だ ろ う 。  
27  建築と⾳楽 の類⽐に つ い て は 、 ア ル トゥル ・ シ ョ ー ペ ンハウア ーやヨハン ・ ヴォル フ
ガング・ フォン ・ゲーテ、ポー ル ・ ヴァレ リ ー など種々の系譜が あ る が 、建築を 「凍れ
る⾳楽 」 と最初に述べた の は フ リ ー ド リヒ・ シェリ ングだ と い う〔芦津丈夫「「凝固し た
⾳楽 」 と共通感覚― ― シェリ ング、ゲーテ、ヘルダー 」『モル フォロギア ― ―ゲーテと⾃
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に基づき各要素 を構築す る こ と で調和・安定し た構造物を空間的 ・ 時間的 に組

み⽴て た も の で あ る 。平均律に調律さ れ た ピ ア ノ と は 、 そ の よ う な 思 想 に基づ

く 装 置 で あ る 。武満も ま た 、⻄洋の ⾳ 楽 と ⽇ 本 の ⾳ 楽 を建築の⽐喩で 論 じ て お

り 、「ベー ト ーヴェン の ⾳ 楽 は ⾳ 楽 的建築で あ る 」 と い う ⾔葉を引い て い る 28。 

 そ の よ う に 、ピ ア ノ 的 な も の 、な らびに そ の ⾳ 楽 と建築が類⽐で き る な ら ば 、

「⾃然 の調律」 を被っ た ピ ア ノ 、 そ し て そ れ が ⽣み出 す ⾳ 、 ⾳ 楽 と は 、壊れ た

建築、 す な わち「廃墟」 に類⽐で き る の で は な い だ ろ う か 。⻄洋に おける廃墟

は 、絵画を は じめ、 写真、 映 像 作 品 など、 さ まざま な分野で題材 と さ れ 、種々

の美学的 ⾔説が積み重ねら れ た 。  

 ⻄洋に おける廃墟は 、基本 的 に⽯造の建築を前提と し て い る 。 そ の よ う な強

固な 素 材 に よ る建築で あ る か ら こ そ 、 そ れ は朽ちた と し て も 、破壊さ れ た と し

て も 、な お も と の か たちの名残り を とどめる こ と が で き る 。そ こ に創造と破壊、

⼈為と⾃然 か ら な る中間領域と し て の廃墟が成⽴す る 。と こ ろ が 、⽇ 本 の場合、

近代 以前に お い て建築は基本 的 に⽊造で あ る ため、⻄洋の廃墟の よ う な現象は

成⽴し な い 。 ⽇ 本 で は廃墟で は な く 「廃屋」 し か成⽴し な い と ⾔ わ れ る こ と も

あ る 29。  

 む し ろ 、 ⽇ 本 に お い て は建築よ り も 、 庭 園 の⽅が⻄洋的 な廃墟に近い 性質を

有し て い る 。 ⽇ 本 庭 園 は 、建築の傍ら に つ く ら れ る こ と を基本 と す る が 、 そ れ

は⾃然⽯を⾻格と し 、 ⽔ が引き⼊れ ら れ 、草⽊が植え ら れ る 。 時間の経過と と

も に 、 ⽔ は絶えず流れ 続け、草⽊は成⻑し 、枯れ て は絶えず⼊れ替わ り 、建築

は朽ちてゆく 。 そ の な か で 、⽯は基本 的 な コ ンポジシ ョ ン を保ち続ける 。 ⽇ 本

に お い て 、庭 園 は 、建築よ り も⼤き な持続 性 を有す る 。「建築は死ぬが 、庭 は死

な な い 」 30。  

 こ れ ら の こ と を 踏 ま え た と き 、「壊れ た ピ ア ノ→廃墟→⽇ 本 庭 園 」と い う図式

が浮かび上 が っ て く る 。 こ こ に 、 ⽣ 涯 を 通 じ て 坂 本 が ⽤ い た 楽 器 ピ ア ノ と 、⽅

や 関 ⼼ を有し て い た「 庭 」の合流点が あ る よ う に 思 わ れ る 。な お 、アルバム『 async』

の コ ン セプト⽂に も「・環境⾳ を収集す る こ と 。⾬の ⾳ 、廃墟の ⾳ 、雑踏 の ⾳ 、

市場の ⾳ ...」 と あ り 、「廃墟」 の語が ⾒ え る 31。 も っ と も 、 こ の 「廃墟の ⾳ 」 が

具体的 にどこ で収集さ れ た も の な の か 、 ま た 、 そ れ がどの よ う に 楽曲で ⽤ い ら
 

然科学』 第 20 号 （ゲーテ⾃然科学の集い 、 1998 年 ）、 78-80 ⾴〕。  
28  武満徹「 さ わ り に つ い て 」、 152 ⾴ 。  
29  ⾕ 川渥「廃墟」『形象と時間― ―美的時間論序説』（講談 社 、 1998 年 ）、 62 ⾴ 。  
30  原 瑠 璃 彦 「 ⽇ 本 庭 園 と い う 「舞台」 と 「上演」」『 ⽇ 本 庭 園 を め ぐ る 』、 28-63 ⾴ 。  
31  CD 坂 本 ⿓ ⼀ 『 async』（ commmons、 2017 年 ）。  
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れ て い る か は定か で は な い 。  

同コ ン セプト⽂に は 、「・バッハの コ ラ ールを 、薄靄の か か っ た ⾳⾊に ア レ ン

ジす る こ と 。 ま る で規則の な い よ う に ⾒ え る雲の 動 き の中か ら 、厳密な 論 理 が

姿を ⾒ せ て く る よ う に 。」と も記さ れ て い る 32。こ こ に単純な ⽇ 本古来の美学へ

の回帰を ⾒ 出 す こ と に は慎重に な ら な く て は な ら な い が 、 そ れ で も や は り 、 た

と え ば 、「幽⽞」の美学をめぐっ て歌⼈・正徹（ 1381― 1459）が「⽉に薄雲の お

ほひた る や 、 ⼭ の紅葉に秋の霧の か か れ る⾵情 を 、幽⽞の姿と す る な り 」 と述

べ て い る こ と と 通 じ る点を認めざる を得な い 33。厳密な構造を基本 と し な が ら

も 、 そ れ を朧げ にぼか す 、 あ る い は崩す こ と 。 そ れ は 、建築と し て の ピ ア ノ と

そ の ⾳ 楽 に対す る 、廃墟、 庭 と し て の壊れ た ピ ア ノ と そ れ が ⽣み出 す ⾳ 楽 の 関

係 に対応す る だ ろ う 。 こ こ に も中間領域性 を ⾒ 出 す こ と が で き る 。  

 

 

5.  壊れ た ピ ア ノ の ⼀回性  

 

 重要な の は 、 こ う し た壊れ た ピ ア ノ の ⽣み出 す ⾳ を 、 坂 本 が 「良い ⾳ 」 と捉

え て い る点で あ る 。津波 ピ ア ノ に 関 し て 、 坂 本 は 「 い ま僕は 、 そ の⾃然 が調律

し て く れ た あ の津波 ピ ア ノ の ⾳ が と っ て も良く感じ るんで す よ 」と語っ て い た 。 

 庭 園 は 多様な ⽤途に開か れ て お り 、そ こ は⼈々に と っ て安らぎの場と も な る 。

多 く の⼈は 、 そ こ で な がめる⾵景、聴こ え る ⾳ 、 も っ と ⾔ え ば 、五感全体で の

体験 に ⼼地良さ を感じ る 。壊れ た ピ ア ノ を 庭 の よ う な も の に類⽐す る と き 、 そ

の ⾳ が 「良い 」 と感じ ら れ る の な ら ば 、 そ れ は 、 庭 で感じ ら れ る 「 ⼼地良さ 」

と 通 じ て い る の で は な い か 。  

こ の問題に つ い て の 本格的 な考察に つ い て は 稿 を改めた い が 、 こ こ で は 、 ⼀

回性 の観点か ら のみ触 れ て お く 。 坂 本 が 能 楽 に 関 ⼼ を持ち出 し た 2011 年 、次

の よ う な ⾔葉を残し て い る 。  

 

⾳ 楽 っ て 、練習す る とどんどん「華」 が な く な っ て い くんで す 。最近、

能 を好き に な っ て勉強し て い るんで すけど、そ れ は 何百年 も前に世阿弥

が ⾔ っ て い る こ と で も あ っ て 。もちろん個⼈練習は も の すごく厳し く す

 
32  CD 坂 本 ⿓ ⼀ 『 async』。  
33  正徹、⼩川剛⽣訳注『正徹物語』（⾓川学芸 出 版 、 2011 年 ）、 131 ⾴ 。  
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る わけで す 。⼀ ⽇⼗何 時間も 。で も皆が集ま っ て の リハはほとんどし な

いんだ そ う で す 。本番の呼吸で や ら な く て は いけな いんで すね。だ か ら

⼀⼈⼀⼈の スキルを も っ て集ま っ て 、せ ー の でバン と や る 。そ こ で は じ

めて ⼀回性 の華が ⽣ ま れ て く る 。そ う い う ⼀回性 や即興性 を あ ら か じめ

メソッ ド と し て と り こんで い る 能 の すごさ を感じ ま す 。 34  

 

こ こ に記さ れ て い る の は 、能 楽 に おける「申し合わ せ 」、す な わちリハーサルの

こ と で あ る 。 よ く知ら れ て い る よ う に 、 能 楽 で は 本番前に演者が揃う 通 し稽古

は 「申し合わ せ 」 の ⼀回が基本 で あ る 。 坂 本 は そ の ⼀回性 に注⽬し て い る 。 坂

本 は こ の 頃 、よ り即興性 を重視し 、「練習しちゃいけな いんだ 」と し ば し ば語っ

て い た 。  

 こ う し た ⼀回性 は 、ピ ア ノ に「 さ わ り 」を賦与し 、壊す こ と と 関 わ っ て い る 。

⽣物学者・福岡伸⼀ と の対話の な か で 、 坂 本 は 以 下 の よ う に語っ て い る 。  

 

内部奏法 は 、ピ ア ノ に使わ れ て い る⽊材 や⾦属と い う⾃然物の ⾳ を 出 す

⽅法 の ⼀ つ で す が 、た だ ピ ア ノ を弾く よ り も 、は る か に予測不可能 性 が

広が り ま す 。内部奏法 で 出 て く る ⾳ は 、な か な か コ ン トロールで き ま せ

ん。どう い う 素 材 で擦っ た り叩い た り す る か で 、当然 ⾳ も変わ っ て き ま

す し 、素 材 を当て る場所やどれ く ら い の強さ で当て る か と い う こ と に よ

っ て も 、出 て く る ⾳ は少しずつ変化 し ま す 。難し い と ⾔ え ば難し いんで

すけれども 、毎回同じ ⾳ が 出 る と は限ら な い と い う と こ ろ が内部奏法 の

良さ で あ り 、 楽 し さ で すね。 35 

 

福岡と の対談で は 、上 に 続けて「 アウラ 」に つ い て の議論 が交わ さ れ て い る 36。

内部奏法 は 、 あ る種の 実 験 性 を帯びる 。 そ れ は 、どの よ う な ⾳ が す る の か 、予

測不可能 性 を有し て い る 。 す な わち、 ⼀ つ ⼀ つ の ⾳ は毎回、固有で あ る 。壊れ

た ピ ア ノ は⽼い た⼈間に重ね合わ さ れ た が 、 そ う し た固有の ⾳ は 、⼈間そ の も

の に も 通 じ て い る だ ろ う 。 そ れゆえ に 、規格化 さ れ た ⾳ に は感じ ら れ な い親し

みが ⽣ じ る の か も し れ な い 。  

 
34  「 ドキュメン ト 「 ア フ タ ー 3.11 の想像⼒」」『 SWITCH』Vol.29 No.12（スイ ッチパ ブ
リ ッ シ ング、 2011 年 ）、 53 ⾴ 。  
35  坂 本 ⿓ ⼀ 、福岡伸⼀ 「壊すこ と か ら⽣ま れ る 」、 26 ⾴ 。  
36  坂 本 ⿓ ⼀ 、福岡伸⼀ 「壊すこ と か ら⽣ま れ る 」、 29-37 ⾴ 。  
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複数の ⾳ を建築の よ う に組み合わ せ て ⾳ 楽 を構築す る な ら ば 、 そ の ⼀ ⾳ ⼀ ⾳

は規格化 さ れ 、 あ ら か じめどの よ う な ⾳ を 発 ⽣ す る か予測で き なけれ ば な ら な

い 。 も し そ れ ら が演奏す る たびに異な る ⾳ で あ る な ら ば 、 そ れ ら を総合し て

調和
ハーモニー

を有す る ⾳ 楽 を織り な す こ と は で き な い 。⼀ ⾳ ⼀ ⾳ が ノ イズを有す る複雑

な ⾳ と な り 、 し か も そ れ ら が予測不可能 性 、 反復不可能 性 を有し て い る と き 、

そ れ ら を複数組み合わ せ る こ と で ⽣み出 さ れ る 楽曲と は 、 能 楽 の囃⼦に近い も

の に な る だ ろ う 。  

あ る い は 、 そ れ は ⼀ つ ⼀ つ固有の⾃然物で構成さ れ る ⽇ 本 庭 園 に近い 性質を

持つ も の に な る だ ろ う 。⽇ 本 庭 園 の⾻格で あ る⽯組に お い て 、⽯は加⼯さ れず、

⾃然⽯の ま ま ⽤ い ら れ る 。⽯を 整形し て積み重ねる こ と で建築を構成す る の と

は異な り 、⾃然⽯の場合、 そ れ ら を⽯組と し て組み合わ せ る こ と は で き る が 、

積み重ねる こ と は で き な い 。 そ れぞれ の固有性 に基づき つ つ 、 そ れ ら を 共 存 さ

せ る こ と 。 そ の結果が ⽇ 本 庭 園 で あ る 。 そ し て 、 そ れ ら の要素 は そ れぞれ固有

の 時間性 を有す る 。流れ る ⽔ 、 そ こ に吹く⾵、⾶び交う⿃や⾍、成⻑し て は枯

れ てゆく植物。 そ れ ら の振る舞い を予測す る こ と は で き な い 。 ⽇ 本 庭 園 と い う

「舞台」 で は 、決し て 反復さ れ る こ と の な い 、 ⼀回性 に基づく現象が常に 「 上

演」 さ れ て い る 37。 そ の 状況に 、⼈は ⼼地良さ を感じ る 。  

『 async』の コ ン セプト⽂に は 、「 ・事物（ も の ） の ⾳ を収集す る こ と 。」「 ・

⼀ つ の テ ンポにみな が合わ せ る の で な く 、 そ れぞれ の ⾳／パ ー ト が固有の テ ン

ポを も つ ⾳ 楽 を 作 る こ と 。」と も記さ れ て い た 38。す な わち、そ こ で は ⼀ つ ⼀ つ

固有の ⾳ が収集さ れ 、 し か も そ れ ら に 、 そ れぞれ同期し な い 、固有の テ ンポが

与え ら れ る 。 そ の ⼿ 法 は ⽇ 本 庭 園 的 か つ 能 楽 的 と ⾔ え る だ ろ う 39。 能 楽 に おけ

る「拍⼦不合
ひ ょ う し あ わ ず

」と い う 、謡と囃⼦が同期し な い パ ー ト も ま た 、そ の指標と な る 。  

 イ ン ス タ レ ー シ ョ ン 作 品 《 IS YOUR TIME》 は 、『 async』の ⾳源を軸と し て

い る ため、個々の ⾳ がどの よ う に再⽣ さ れ る か は固定さ れ て い る 。 し か し 、 そ

の な か に 設 置 さ れ た津波 ピ ア ノ は 、先述の よ う に 、世界中の地震の 発 ⽣デー タ

に基づい て壊れ た ⾳ を奏で る 。 よ っ て 、『 async』の ⾳源と津波 ピ ア ノ か ら構成

さ れ る イ ン ス タ レ ー シ ョ ン 作 品《 IS YOUR TIME》そ の も の は 、予測不可能 性 、

再現不可能 性 を有し た も の に な る 。 そ こ を訪れ る鑑賞者も 、会場の位置 に よ っ

 
37  原 瑠 璃 彦 「 ⽇ 本 庭 園 と い う 「舞台」 と 「上演」」、 33-35 ⾴ 。  
38  CD 坂 本 ⿓ ⼀ 『 async』。  
39  よく知ら れ て い るよう に 、武満徹も ま た ⽇ 本 庭 園 をモデ ル に作曲を⾏なって い た 。そ
の点か ら も 、 坂 本 の活動を位置づける必要が あ る だ ろ う  
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て異な る体験 を持つ だ ろ う 。主語の抜けた こ の 作 品 タ イ トル “IS YOUR TIME”

と は 、結局の と こ ろ 、鑑賞者そ れぞれ が固有に持つ 時間を指し て い る よ う に 思

わ れ る 。 こ こ に 、 坂 本 が ピ ア ノ を 通 し て追求し た 、 ⼀回性 、予測不可能 性 に基

づく ⾳ 楽 の到達点が あ る 。 そ こ で の鑑賞者の体験 と は 、無数の固有の要素 そ れ

ぞれ に よ る ⼀回性 の現象の集合、 す な わち⽇ 本 庭 園 の体験 の縮図に 相当す る だ

ろ う 。  

 

本 論 は 、能 楽 コ ラ ボ レ ー シ ョ ン《 LIFE‒WELL》に おける 、能 楽 と 相 反 す る ピ

ア ノ と 、 能 楽 に親和性 を獲得し た ピ ア ノ の対⽐を 出 発点と し 、武満徹の議論 を

参照す る こ と に よ っ て 、そ こ で 坂 本 が ⾏ な っ た ピ ア ノ の内部奏法 やプリペア ド・

ピ ア ノ と は 、 ピ ア ノ に 「 さ わ り 」 を賦与し ピ ア ノ を壊す こ と だ っ た と捉え た 。

ま た 、晩年 、 坂 本 の⾝の ま わ り に あ っ た⼆つ の壊れ た ピ ア ノ に も着⽬す る こ と

で 、 坂 本 に おける廃墟と し て の ⾳ 楽 、 庭 と し て の ⾳ 楽 の 思 想 の 表 出 を ⾒ 、 そ の

到達点と し て イ ン ス タ レ ー シ ョ ン 作 品 《 IS YOUR TIME》 を位置づけた 。  

こ う し た ⾳ 楽 が 、聴く者に と っ てどの よ う な意味を持つ の か に つ い て は 、改

めて考察す る必要が あ る だ ろ う 。残念な が ら 坂 本 は 、 2023 年 3 ⽉ 28 ⽇ 、 こ の

世を去っ た 。 坂 本 が遺し た廃墟と し て の ⾳ 楽 、 庭 と し て の ⾳ 楽 。 そ こ に はどの

よ う な 発展の余地が あ る の か 。 そ の追求に つ い て も今後 の課題と し た い 。  
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Ryuichi Sakamoto and broken pianos:  
in terms of Japanese gardens and nōgaku 

 

HARA Rurihiko 
 

This paper discusses the characteristic thought about the piano that musician 

Ryuichi Sakamoto (1952-2023), who carried out a wide variety of activities, was 

cultivating after the 2010s. Piano was the primary musical instrument Sakamoto 

played throughout the course of his life. However, since the 2000s, Sakamoto grew 

interested in first Japanese gardens, then the Japanese traditional performing arts of 

nōgaku  (noh and kyogen), and ultimately incorporated them into his works. It may 

seem that there is no relationship between piano and Japanese gardens or nōgaku ,  that 

the piano is incompatible with them. However, Sakamoto gradually cultivated “anti-

piano” thought and discovered a method to endow the piano with elements that suggest 

these classical Japanese cultures. To begin with, this paper takes up the nōgaku  

collaborative performance LIFE-WELL by Mansai Nomura, Ryuichi Sakamoto, and 

Shiro Takatani (2013, at Yamaguchi Center for the Arts and Media) and rethinks 

Sakamoto’s method of playing the piano at the performance, while referring to the 

concept sawari  (obstacle) as discussed by musician Toru Takemitsu (1930-96). Then, 

in thinking about breaking  piano, two pianos are considered: one is a tsunami piano 

damaged by the tsunami disaster of 3.11. and the other is one set in the open air garden 

of Sakamoto’s house in New York. This paper finally calls “music as ruins” or “music 

as niwa (garden)” the music Sakamoto was pursuing through these broken  pianos and 

argues that the installation IS YOUR TIME exhibited in connection with his album 

async  in 2017 is his arrival point based on his own thought about the piano. 

 


