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2019 年 11 月 9 日  

第 3 回  

北海道大学映像・現代文化論学会大会  
―発 表 要 旨 集―  

 

◆ 研 究 発 表  要 旨  

 

宮 澤 賢 治 「 春 と 修 羅 」 論  

―光 、 歩 み 及 び 詩 の 構 造 の 関 係 性 を 中 心 に―  

ク ジ ェ ル ・ イ ジ ー  

 宮 澤 賢 治 の 詩 集『 春 と 修 羅 』の 中 枢 を な す 詩 の 一 つ 、「 春 と 修 羅 」を 主 と し

て 取 り 上 げ 、 作 中 に お け る 自 然 現 象 の 描 写 、 詩 中 主 体 の 歩 み と 視 点 の 推 移 及

び 詩 の 構 造 の 相 互 的 な 関 係 性 を 明 ら か に す る 。「 春 と 修 羅 」を 中 心 に 論 じ て い

く が 、 詩 集 『 春 と 修 羅 』 の 他 の 詩 を 適 宜 参 照 す る 。  

 「 春 と 修 羅 」で は 、光 は 両 義 的 に 描 写 さ れ る 。例 え ば 、「 四 月 の 気 層 の ひ か

り の 底 を 」 の 一 行 は 、 海 の イ メ ー ジ を 彷 彿 さ せ 、 光 を 方 向 性 の な い 、 た だ 空

間 を 満 た す だ け の 流 動 体 に 喩 え て い る 。そ れ と 対 照 的 に 、「 正 午 の 管 楽 よ り も

し げ く ／ 琥 珀 の か け ら が そ そ ぐ と き 」 の 二 行 は 、 上 の 方 向 か ら 降 り か か っ て

く る 光 線 を 連 想 さ せ 、 人 間 よ り 遥 か 上 に 存 在 す る 空 を 意 識 さ せ る 。 こ れ は 人

間 の 認 識 が 生 み 出 す 区 別 で は あ る が 、 賢 治 に と っ て 重 要 で あ っ た の は 、 疑 い

よ う も な か ろ う 。  

 本 論 で は 、 流 動 体 と し て の 光 及 び 光 線 と し て の 光 の 区 別 に 着 目 し 、 方 向 性

と い う 概 念 を 導 入 す る 。 方 向 性 こ そ は 、 賢 治 の 作 品 に お け る 光 と 自 然 現 象 の

多 彩 な 描 写 の 全 体 的 な 理 解 に 繋 が る 概 念 だ と 考 え ら れ る 。 ま た 、 賢 治 は 自 分

を 「 四 月 の 気 層 の ひ か り の 底 を 」「 ゆ き き す る 」 修 羅 と 称 し た た め 、「 春 と 修

羅 」 に お い て 光 と 移 動 は 、 関 係 性 を 持 つ と 言 え よ う 。 こ の 関 係 性 及 び 詩 の 構

造 に お け る 役 割 を 明 ら か に す る こ と が 、 本 発 表 の 目 的 に な る 。  

 本 発 表 の 構 成 に 関 し て 、 ま ず 発 表 の 基 礎 と な る 諸 概 念 、 即 ち 賢 治 の 作 品 に

お け る 光 と 自 然 現 象 の 重 要 性 と 歩 み の 文 学 と し て の 賢 治 詩 を 紹 介 す る 。 第 二

に 、 方 向 性 が な ぜ 「 春 と 修 羅 」 を 論 じ る た め の キ ー ワ ー ド に な る か に つ い て

述 べ て い く 。 第 三 に 、 先 行 研 究 （ 大 塚 常 樹 の 『 宮 沢 賢 治 ― 心 象 の 宇 宙 論 （ コ

ス モ ロ ジ ー ）』に お け る コ ロ イ ド 論 な ど ）を 参 照 し な が ら 、上 記 の 要 素 を 追 究

し 、 論 じ て い く 。  
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ジ ョ ン ・ カ サ ヴ ェ テ ス 『 ア メ リ カ の 影 』 に お け る 演 出 理 論 と 身 体 表 現  

堅 田 諒  

 本 発 表 の 目 的 は 、 ジ ョ ン ・ カ サ ヴ ェ テ ス 『 ア メ リ カ の 影 』（ Shadows, 1959

年 ） の 製 作 過 程 や 演 出 理 論 を 検 証 し 、 作 品 内 の 身 体 表 現 を 精 査 す る こ と で 、

本 作 に お け る 演 出 論 ／ 演 技 論 と 身 体 表 現 の 複 雑 な 関 係 性 を 明 ら か に す る こ と

で あ る 。  

 『 ア メ リ カ の 影 』 は 現 在 で は イ ン デ ィ ペ ン デ ン ト 映 画 の メ ル ク マ ー ル と し

て 見 な さ れ て い る も の の 、 同 時 代 評 は 必 ず し も 好 ま し い わ け で は な か っ た 。

ジ ョ ナ ス・メ カ ス は 59 年 に 撮 り 直 し を 経 て 再 公 開 さ れ た 第 二 版（ 現 在 わ れ わ

れ が 見 ら れ る も の ） に 対 し て 「 悪 し き コ マ ー シ ャ ル 映 画 に な り は て た 」 と 酷

評 し て お り 、 さ ら に 、 自 主 制 作 ゆ え の 困 難 を 伴 い 、 実 際 ま と も な 上 映 さ え ま

ま な ら な か っ た 。 先 行 研 究 の 主 な ス タ ン ス は 、 本 作 を ハ リ ウ ッ ド 映 画 か ら の

逸 脱 と し て 捉 え 、 ど の よ う な 点 が 従 来 の ハ リ ウ ッ ド 映 画 と 異 な る か を 論 じ る

も の が 多 く 、 ま た 、 映 画 に 出 演 し て い た 俳 優 の 大 半 が ア マ チ ュ ア で あ っ た こ

と か ら 、 現 実 の 俳 優 と 映 画 内 の 登 場 人 物 を 過 度 に 重 ね 合 わ せ る 傾 向 が 強 か っ

た 。本 発 表 で は 、カ サ ヴ ェ テ ス の 演 出 論 /演 技 論 と テ ク ス ト と し て の 作 品 を い

っ た ん 分 離 し 、 そ れ ら 両 者 の 諸 特 性 を 考 察 し た う え で 、 両 者 の 関 係 性 を 明 白

に し て ゆ く 。  

 ま ず 『 ア メ リ カ の 影 』 の 製 作 過 程 を 整 理 し 、 次 に 映 画 づ く り の た め の 演 技

指 導 お よ び 演 出 理 論 を 考 察 す る 。 そ し て 、 レ リ ア と ベ ン と い う 主 要 人 物 二 人

の 、 画 面 内 に お け る 身 体 の あ り 方 を 精 査 し て ゆ く 。 レ リ ア に は 「 行 動 す る メ

ロ ド ラ マ 的 身 体 」 が 、 ベ ン に は 「 行 動 し な い 受 動 的 身 体 」 が 現 れ て い る こ と

を 画 面 分 析 か ら 検 討 し た の ち に 、 映 画 の 後 半 で は そ の よ う な 枠 組 み を メ タ 的

に 相 対 化 す る 局 面 が 現 出 す る こ と を 論 じ る 。最 終 的 に 本 作 の 基 底 に あ る の は 、

複 数 の 身 体 性 の 併 存 で あ り 、 そ こ に は 映 画 に お け る 〈 演 じ る こ と 〉 の 根 源 的

な メ カ ニ ズ ム が 露 呈 し て い る こ と を 述 べ る 。  

 

 

タ ル ・ ベ ー ラ 監 督 の 映 画 空 間 に つ い て  

―初 期 の 映 像 作 品 を 中 心 に―  

モ ル ナ ー ル ・ レ ヴ ェ ン テ  

 ハ ン ガ リ ー 出 身 の 映 画 監 督 タ ル・ベ ー ラ は 1977 年 に デ ビ ュ ー し 、全 部 で 9
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本 の 長 編 劇 映 画 を 発 表 し た 。第 5 本 目 に あ た る『 ダ ム ネ イ シ ョ ン 』（ 1988 年 ）

と い う 作 品 以 降 、 単 調 で 反 復 の 多 い 運 動 に よ っ て 形 成 さ れ た 極 端 に 長 い シ ョ

ッ ト に よ る 映 画 空 間 は 、 彼 の 作 品 を 特 徴 づ け る 要 素 で あ る 。  

 事 実 、 こ れ ま で の 先 行 研 究 に お い て 『 ダ ム ネ イ シ ョ ン 』 は 監 督 の 全 作 品 に

大 き な 変 化 を も た ら し た 長 編 と し て 取 り 上 げ ら れ る こ と が 多 い 。 要 す る に 、

『 サ タ ン タ ン ゴ 』（ 1995 年 ）や『 ニ ー チ ェ の 馬 』（ 2011 年 ）と い っ た 代 表 的 な

タ ル 映 画 に み ら れ る 作 家 性 は 本 作 品 で 成 立 し た と い う 論 点 に お い て 意 見 が ほ

ぼ 一 致 し て い る 。  

 他 方 、 作 家 性 の 成 立 ま で の 過 程 を 重 視 す る 先 行 研 究 も 少 な く な い が 、 そ れ

ら の 研 究 で は 、 長 編 劇 映 画 の み が 分 析 対 象 と さ れ て い る 。 そ の 原 因 は 極 め て

単 純 だ 。そ れ は す な わ ち 、タ ル の 学 生 時 代 の 実 験 映 画 と 卒 業 作 品 、及 び 1989

年 の ハ ン ガ リ ー 民 主 化 ま で に 撮 っ た 自 主 映 画 、 ド キ ュ メ ン タ リ ー 、 短 編 、 テ

レ ビ ド ラ マ 、等 々 は DVD な ど の 媒 体 で 公 開 さ れ て お ら ず 、現 存 し な い も の 、

ハ ン ガ リ ー で し か 確 認 で き な い も の が 多 い か ら で あ る 。  

 本 発 表 で は 、 長 編 劇 映 画 以 外 の 初 期 映 像 に 焦 点 を 当 て て 、 タ ル の 映 画 空 間

が 形 成 さ れ た 成 り 行 き を 2 つ の 方 向 か ら 分 析 を 行 い 考 究 す る 。 ま ず 、 非 公 開

の 映 像 に お け る ロ ン グ ・ テ イ ク ／ モ ン タ ー ジ ュ 及 び 画 面 内 に み る 諸 々 の 運 動

に 注 目 し て 論 点 を 整 理 す る 。 次 に 、 タ ル が ブ ダ ペ ス ト 演 劇 映 画 ア カ デ ミ ー の

学 生 と し て 執 筆 し た 台 本 ・ 脚 本 及 び 、『 ダ ム ネ イ シ ョ ン 』 ま で の 撮 影 企 画 書 、

撮 影 日 記 を 確 認 し 、 更 に は 当 時 の 映 画 雑 誌 に 掲 載 さ れ た 彼 に 関 す る 評 論 、 エ

ッ セ ー 、 研 究 ノ ー ト 等 々 を 概 括 す る 。 こ の よ う に し て 技 法 の 成 り 行 き を 徹 底

的 に 分 析 し た 上 で 、タ ル の 後 期 作 品 に み ら れ る 空 間 表 象 ま で の 過 程 を 見 直 す 。 

 

 

ゲ ー ム サ ウ ン ド の 地 域 コ ン テ ン ツ と し て の 可 能 性  

―『 ポ ケ ッ ト モ ン ス タ ー  赤 ・ 緑 』 を 中 心 に―  

杉 本 圭 吾  

 地 域 コ ン テ ン ツ に 関 す る 研 究 動 向 を 見 て い く と 、 主 に コ ン テ ン ツ ツ ー リ ズ

ム の 文 脈 に お い て 、 地 域 と ア ニ メ と の 関 わ り に つ い て 語 ら れ る こ と が 大 半 で

あ る 。近 藤 周 吾 の 定 義（「〈 地 域 ×ア ニ メ 〉を 論 じ る 前 に―「 同 床 異 夢 」か ら

「 異 床 同 夢 」 へ 」『 地 域 ×ア ニ メ―コ ン テ ン ツ ツ ー リ ズ ム か ら の 展 開 』、 成

山 堂 書 店 、2019 年 ）で は 、地 域 コ ン テ ン ツ と は「 特 定 地 域 に ま つ わ る あ ら ゆ

る も の を 表 象 す る す べ て の も の 」を 指 す が 、ア ニ メ の 類 似 ジ ャ ン ル を 見 て も 、

例 え ば ゲ ー ム に つ い て は 言 及 が 少 な く 、 言 及 さ れ た と し て も 、 い わ ゆ る ア ニ



4 
 

メ 聖 地 巡 礼 論 を な ぞ る も の が 多 い 。  

 ア ニ メ 外 の 地 域 コ ン テ ン ツ 論 の 僅 少 さ は 、 音 楽 に お い て も 同 様 で あ る 。 既

存 の 研 究 を 概 観 す る と 、 増 淵 敏 之 に よ る ご 当 地 ソ ン グ の 研 究 な ど が 散 見 さ れ

る も の の 、 こ れ ら は 基 本 的 に 、 歌 詞 に 登 場 す る 具 体 的 な 地 名 や 、 ア ー テ ィ ス

ト の 出 身 地 な ど か ら 曲 の 創 作 背 景 を 探 る と い う 、 い わ ば 作 家 論 的 な 分 析 に 大

き く 傾 い て い る の が 現 状 で あ る 。  

 と こ ろ で こ こ で ゲ ー ム に 注 目 す る の は 、 ゲ ー ム が イ ン タ ラ ク テ ィ ブ メ デ ィ

ア で あ る か ら だ 。 一 般 的 に 映 像 メ デ ィ ア に お い て 視 聴 経 験 は 、 一 方 向 か ら の

情 報 の 受 容 に よ っ て 成 立 す る が 、 ゲ ー ム に お い て プ レ イ 経 験 は 、 プ レ イ ヤ ー

の 操 作 と 情 報 装 置 か ら の 反 応 の 往 復 に よ っ て 成 立 す る 。 こ れ は ゲ ー ム サ ウ ン

ド に お い て も 同 様 で あ り 、 プ レ イ ヤ ー の 操 作 が 音 響 と 関 わ る こ と で 、 新 し い

音 響 経 験 を も た ら す 。  

 『 ポ ケ ッ ト モ ン ス タ ー  赤 ・ 緑 』（ 任 天 堂 、1996 年 ）は 、現 在 ま で 続 く『 ポ

ケ ッ ト モ ン ス タ ー 』 シ リ ー ズ の 第 一 作 で あ る 。 ゲ ー ム ジ ャ ン ル は ロ ー ル プ レ

イ ン グ ゲ ー ム で 、 収 集 ・ 育 成 ・ 対 戦 の ほ か 、 街 か ら 街 を 冒 険 し な が ら シ ナ リ

オ を 進 め る と い う 、 旅 の 要 素 を 含 む 。 舞 台 は 「 カ ン ト ー 地 方 」 と い う 日 本 の

関 東 平 野 を 模 し た 舞 台 で 、 実 在 地 域 と の 関 連 性 が イ メ ー ジ し や す い 作 り と な

っ て い る 。 ゲ ー ム サ ウ ン ド に お い て も 、 街 ご と に 異 な る BGM が 設 定 さ れ て

い る な ど 、場 所 と ゲ ー ム サ ウ ン ド が 密 接 に か か わ っ た ゲ ー ム で あ る と 言 え る 。 

 本 発 表 で は『 ポ ケ ッ ト モ ン ス タ ー  赤・緑 』を 中 心 と し て 、音 楽 学 の 理 論 を

用 い て 音 楽 の 性 質 を 整 理 す る こ と か ら 出 発 し 、 ゲ ー ム の メ デ ィ ア と し て の 特

性 を 踏 ま え つ つ 、 ゲ ー ム サ ウ ン ド に 関 す る 考 察 を 行 な う 。 そ の 上 で 、 ゲ ー ム

サ ウ ン ド を 地 域 コ ン テ ン ツ と し て 捉 え る こ と の 可 能 性 を 探 っ て い き た い 。  

 

 

言 葉 を 撮 る  

―王 兵 『 鳳 鳴 ― 中 国 の 記 憶 』 に お け る 証 言 と フ ィ ク シ ョ ン に つ い て―  

朱 偉  

 2007 年 に 製 作 さ れ た 王 兵 監 督 の 第 二 作 『 鳳 鳴 ― 中 国 の 記 憶 』 は 、 183 分 も

の 長 さ の 作 品 が 、 僅 か 18 シ ョ ッ ト 、 老 女 一 人 の 語 り の み で 構 成 さ れ て い る 。

長 回 し に よ っ て 、 個 人 の 語 り を 途 切 れ る こ と な く そ の ま ま に 捉 え た 本 作 は 、

完 全 に 「 言 葉 を 撮 る 」 ド キ ュ メ ン タ リ ー 映 画 そ の も の だ と 言 え る 。 表 面 上 こ

の よ う な「 貧 し い 」と 見 え る 映 画 が 、な ぜ 国 際 的 に 高 い 評 価 を 得 て い る の か 。  

 本 発 表 は 、『 鳳 鳴 ― 中 国 の 記 憶 』に お け る 三 つ の 対 立 項 に つ い て 考 察 を 試 み
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る 。そ れ は 、ま ず「 全 編 が 無 限 に 原 始 の ま ま の ビ デ オ の 素 材 に 接 近 し つ つ も 、

顕 著 な 監 督 意 識 が 見 え る こ と 」、そ し て「 主 人 公 が 語 っ て い る も の が 無 限 に 歴

史 の 事 実 に 接 近 し つ つ も 、物 語 に な る こ と 」、さ ら に「 作 品 が 無 限 に ド キ ュ メ

ン タ リ ー 映 画 と い う ジ ャ ン ル の 原 点 に 接 近 し つ つ も 、 新 た な フ ィ ク シ ョ ン 性

を 提 示 す る こ と 」 で あ る 。  

 具 体 的 に 言 え ば 、 本 作 品 は 中 国 で 出 版 さ れ た 鳳 鳴 の 著 書 『 経 歴  1957』 に

基 づ い て 構 成 さ れ 、 テ ク ス ト （ 証 書 ） と 言 葉 （ 証 言 ） の 間 に 微 妙 な 相 互 作 用

が 果 た さ れ て い る 。 そ し て 哲 学 者 ラ ン シ エ ー ル が 評 価 し た 『 シ ョ ア ー 』 に お

け る 証 人 の 沈 黙 と 違 い 、 本 作 品 に お け る 鳳 鳴 の 沈 黙 は 新 た な 様 態 や 意 味 を 表

わ し て い る 。そ の 上 で 、本 発 表 で は 、王 兵 監 督 が 、『 鳳 鳴 ― 中 国 の 記 憶 』を 通

し て 、 ノ ン フ ィ ク シ ョ ン と フ ィ ク シ ョ ン の 間 に 、 ど の よ う に 新 た な フ ィ ク シ

ョ ン 性 を 提 示 す る の か 、 つ ま り 「 言 語 の フ ィ ク シ ョ ン 」、「 フ ィ ク シ ョ ン と 証

言 」、「 ド キ ュ メ ン タ リ ー 映 画 の フ ィ ク シ ョ ン 性 」 と い う 課 題 に つ い て 検 討 し

て い き た い 。  

 

 

◆ 講 演  要 旨  

90 年 代 ス ピ ル バ ー グ と 「 リ ア ル 」 の 変 容  

―『 ジ ュ ラ シ ッ ク ・ パ ー ク 』 論―  

藤 井 仁 子  

 ス テ ィ ー ヴ ン ・ ス ピ ル バ ー グ は 、 こ の 半 世 紀 近 く 名 実 と も に ハ リ ウ ッ ド を

代 表 す る 存 在 で あ り つ づ け て き た 。 だ が そ の こ と が 、 本 当 の と こ ろ 何 を 意 味

す る か を 真 剣 に 考 え る 者 は ほ と ん ど い な い 。 本 講 演 で は 、 一 見 単 純 な こ の 問

い に 答 え る た め の 端 緒 と し て 、 最 新 鋭 の デ ジ タ ル 技 術 を 用 い て 恐 竜 を 現 代 に

甦 ら せ た ヒ ッ ト 作 『 ジ ュ ラ シ ッ ク ・ パ ー ク 』（ 1993） に 焦 点 を 絞 る 。  

 同 作 は 、 ホ ロ コ ー ス ト を 扱 っ た 白 黒 撮 影 に よ る 野 心 作 『 シ ン ド ラ ー の リ ス

ト 』と ほ ぼ 同 時 に 製 作 、公 開 さ れ る こ と で 少 な か ら ぬ 観 客 の 不 興 を 買 っ た が 、

古 生 物 学 の 最 新 成 果 を 摂 り こ ん だ 『 ジ ュ ラ シ ッ ク ・ パ ー ク 』 と 、 歴 史 学 の 言

説 と 高 い 緊 張 を も っ て 切 り 結 ん だ 『 シ ン ド ラ ー の リ ス ト 』 を ハ リ ウ ッ ド が 同

時 に 産 み 落 し た こ と に は 深 い 意 義 が あ っ た と 考 え ら れ る 。 そ の 意 義 を 解 き 明

か す こ と を 通 じ て 、 実 話 の 映 画 化 を こ れ ほ ど ま で に 蔓 延 さ せ て い る 今 日 的 状

況 の 「 起 源 」 を 見 定 め た い 。  
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★ 講 師 紹 介  

藤 井 仁 子 （ ふ じ い じ ん し ） 氏  
 

◎ 現 職  

早 稲 田 大 学 文 学 部 教 授  

 

◎ 研 究 分 野  

映 画 史 ・ 映 画 理 論  

 

◎ 著 書  

・ 藤 井 仁 子 編 『 森 崎 東 党 宣 言 ！ 』（ イ ン ス ク リ プ ト 、 2013 年 ）  

・木 村 建 哉・中 村 秀 之・藤 井 仁 子 編『 甦 る 相 米 慎 二 』（ イ ン ス ク リ プ ト 、2011

年 ）  

・ 藤 井 仁 子 編 『 入 門 ・ 現 代 ハ リ ウ ッ ド 映 画 講 義 』（ 人 文 書 院 、 2008 年 ）  

 

◎ 論 文  

・「『 指 望 』―絶 対 的 な フ ァ ー ス ト ・ シ ョ ッ ト 」 フ ィ ル ム ア ー ト 社 編 『 エ ド

ワ ー ド ・ ヤ ン―再 考 ／ 再 見 』（ フ ィ ル ム ア ー ト 社 、 2017 年 ）  

・「 シ ネ フ ィ リ ア と モ ダ ニ ズ ム― あ る 映 画 の 愛 し 方 に か ん す る 歴 史 的 か つ

理 論 的 な 省 察 」『 早 稲 田 大 学 大 学 院 文 学 研 究 科 紀 要 』第 61 輯（ 早 稲 田 大 学 、

2016 年 ）  

・「「 ダ ム を つ く る 」 の か 「 ダ ム が で き る 」 の か—見 い だ さ れ た 『 佐 久 間 ダ

ム  第 一 部 』の 時 」丹 羽 美 之・吉 見 俊 哉 編『 岩 波 映 画 の 1 億 フ レ ー ム 』（ 東

京 大 学 出 版 会 、 2012 年 ）  

・「 背 中 と 擬 態―山 中 貞 雄 現 存 三 作 品 に 見 る 人 間 と 事 物 」『 演 劇 映 像 学  演

劇 博 物 館 グ ロ ー バ ル COE 紀 要 』 2010 年 度 第 1 巻 （ 早 稲 田 大 学 、 2010 年 ）  

・「 ス ピ ル バ ー グ  孤 児 の 歴 史 学 （ 5）『 ジ ュ ラ シ ッ ク ・ パ ー ク 』、「 リ ア ル 」 の

工 場 」『 未 来 』 第 481 号 （ 未 来 社 、 2006 年 10 月 ）  

ほ か 多 数  

 

◎ 所 属 機 関 プ ロ フ ィ ー ル ペ ー ジ  

早 稲 田 大 学 研 究 者 デ ー タ ベ ー ス  

http://researchers.waseda.jp/profile/ja.487ae36fca270a6658d55ad8ae330acf.html 


