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2020 年 11 ⽉ 21 ⽇  

第 4 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  

ヤ ン チ ョ ー ・ ミ ク ロ ー シ ュ 監 督 の 映 画 に お け る 「 他 な る 場 所
ヘ テ ロ ト ピ ア

」 に つ い て  

―『 僕 は こ の よ う に や っ て 来 た 』 の 空 間 シ ス テ ム を め ぐ っ て―  

モ ル ナ ー ル ・ レ ヴ ェ ン テ  

 1960 年 代 、ハ ン ガ リ ー の ⽂ 化 ⽣ 活 は 共 産 党 の ⼀ 党 体 制 下 で 全 ⾯ 的 に コ ン ト

ロ ー ル さ れ て い た 。 そ の 当 時 、 映 画 作 家 ヤ ン チ ョ ー ・ ミ ク ロ ー シ ュ が 、 独 特

な 映 画 世 界 を 創 り 上 げ て 国 際 的 な 注 ⽬ を 集 め た 。 形 式 上 で 歴 史 映 画 で あ っ た

そ れ ら の 作 品 で は 、 登 場 ⼈ 物 が 全 く ⾃ 由 の な い 、 常 に 監 視 さ れ て い る 状 況 下

で ⽣ き 、 死 に 、 動 か な け れ ば な ら な か っ た 。 映 画 内 に は 監 獄 や 収 容 所 な ど の

建 物 が 現 前 す る か 否 か に も か か わ ら ず 、 ヤ ン チ ョ ー の 映 画 に お い て 出 ⼝ の な

い 脱 出 不 可 能 な 空 間 が 構 築 さ れ て い た 。発 表 者 は そ の 映 画 空 間 を 、『 監 獄 の 誕

⽣ 』で ミ シ ェ ル・フ ー コ ー が  ― ―  ジ ェ レ ミ・ベ ン サ ム の 設 計 し た 刑 務 所 ⼀ 望
パ ノ

監 視
プ テ ィ

施 設
コ ン

に 基 づ い て  ― ―  論 じ た パ ノ プ テ ィ コ ン の 空 間 と ⾒ な し て い る 。  

 監 督 の 第 3 本 ⽬ の ⻑ 編 劇 映 画 で あ る 『 僕 は こ の よ う に や っ て 来 た 』（ 1964

年 ）が 、1944 年 に 東 部 戦 線 か ら 逃 げ て き た ハ ン ガ リ ー ⼈ の ⻘ 年 の 物 語 を 語 る 。

そ の ⻘ 年 は 国 境 の 近 く で ロ シ ア ⾚ 軍 に 捕 ま り 、 任 命 さ れ た 若 い ロ シ ア ⼈ の 兵

⼠ と 組 ん で パ ト ロ ー ル を さ せ ら れ る 。 そ こ は ル ー マ ニ ア か ハ ン ガ リ ー か 場 所

は 定 位 不 能 の 監 視 所 （ と い っ て も 、 実 際 は た だ の 荒 廃 し た 農 家 ） で あ る 。 東

へ 敵 軍 、 ⻄ へ 地 雷 原 に 囲 ま れ て い る 環 境 で 、 ⾔ 葉 の 通 じ な い 、 し か も 権 ⼒ の

厳 し い 上 下 関 係 に配置さ れ た 2 ⼈ の ⻘ 年 の 間 に信頼と友情が ⽣ ま れ て く る 。

そ し て彼ら は 、 そ の 権 ⼒ の パ ノ プ テ ィ コ ン 空 間 の 内 部 に お い て 、 そ れ に抵抗

し て 、 フ ー コ ー が〈他 な る 場 所＝ヘテ ロ トピア〉と呼ん だ よ う な 、 国籍の違

い や 権 ⼒ の 上 下 関 係 を知ら な い 世 界 を 創 り 上 げ る 。  

 本 発 表 で は 、フ ー コ ー の 空 間 論 に触れ る 上 で 、『 僕 は こ の よ う に や っ て 来 た 』

を め ぐ っ て ヤ ン チ ョ ー 映 画 の〈他 な る 場 所〉を 構 築 す る⽅法を分析す る 。  

（本発表では、ハンガリー語圏の慣習に従ってハンガリー⼈の名前を姓名の順で表記する） 
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『野良猫ロック  セック ス ハ ンター 』 の 時 代性  

―⼤和屋竺を中⼼に―  

崔  文婕  

 60 年 代 か ら⽇本 映 画 界 は テ レビの衝撃で衰退の ⼀途を辿る 。映 画興⾏の し

に せ と し て の⽇活 は 50 年 代 にヒット し た「太陽族映 画 」と男性ア ク シ ョ ン も

の を彷彿さ せ た 映 画 を 、低予算で製作 す る こ と に し た 。特 に 1968 年以降、低

予算の割に製作 部 か ら の指⽰が弱ま っ た た め 、 体 制 内 の 映 画 創 作 者 たちは題

材と 内 容 を ⾃ 由 に操れ る よ う な っ た 。 そ の な か に 、従来 の主⼈公と異な っ た

⾃棄的 な性格や ⾃ 由 を求め て反抗す る 若 者 な ど を描く 映 画群は 、似た よ う な

映 画 表 現 を追求し て い た同時 代 の 「 アメリカン ・ ニ ュ ー シネマ 」 の名称に合

わ せ て 「 ニ ュ ー ・ ア ク シ ョ ン 」 と評論 家 に提唱さ れ た 。  

 1970 年 に公開さ れ た 『野良猫ロック  セック ス ・ ハ ンター 』 は 若⼿監 督 ・

⻑⾕部安春と藤⽥敏⼋を筆頭に打ち出 さ れ た 「野良猫ロック 」 シ リ ーズの 第

⼆作 に あ た り 、 “スケバン ”と い う ⻑⾕部 の得意な題材に さ れ た 作 品 で あ る 。

脚本 は鈴⽊清順の問題作 『殺し の烙印』 (1967)の脚本 を⼿掛け た謎のグル ー

プ 「具流⼋郎」 の中⼼執筆者 、⼤和屋竺で あ る 。学⽣ 映 画 や個⼈ 映 画 か ら⽇

活 に⼊っ て い た⼤和屋は撮影場 体 制 に幻滅し た が 、『殺し の烙印』の シ ナ リオ

執筆で⽇活 に復帰し 、 そ れ か ら も同社の 若⼿監 督 と 組み合わ せ ら れ 、反体 制

的 な 創 作意図を ⾒ せ る 。当 作 品 の シ ナ リオは ⻑⾕部安春と の 共同創 作 で 、「太

陽族映 画 」路線 を継承し た ⻘春群像映 画 に属す る が 、 ハ ー フ に 関連す る 時 代

背景や過去に囚わ れ て反抗す る ⼈ 物像は⼤和屋の初監 督 作 品『裏切り の季節』

(1966)を想起さ せ る 。後に同コ ンビの ロ マ ンポル ノ 映 画 『 戦 国 ロック  疾⾵

の⼥たち』 (1972)もタイト ル が す で に判明し た よ う に 、 戦 国 時 代 の スケバン

も の で 『野良猫ロック 』 に つ な が れ る 。政治活 動 家 出⾝の⼤島渚と違い 、⽇

活 ニ ュ ー ・ ア ク シ ョ ン や ロ マ ンポル ノ な ど の 創 作主要メンバー は商業映 画 の

枠内 に よ り虚構 的 な題材で 表 現 の ⾃ 由 さ を絶えず試みて い た こ と で 特徴的 で

あ る 。  

 本 発 表 は⼤和屋の シ ナ リオ創 作 の 視点か ら 、『野良猫ロック  セック ス・ハ

ンター 』 の商業映 画 で あ り な が ら反体 制 的 な 時 代性格を明ら か に す る こ と を

⽬ 的 と す る 。  
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『 世 界 の終り と ハ ードボイルド・ワンダーランド』 論  

―物 語機械と 、 そ の両義性―  

肖  ⽲⼦  

 『 世 界 の終り と ハ ードボイルド・ワンダーランド』 は 、デビュ ー 作 『⾵の

歌を聴け 』 に お い て 、萌芽と し て あ っ た 「 物 語 」 の テ ー マ 、 す な わち「 物 語

と ⾃⼰救済」 お よび「 物 語 と 内 ⾯ の虚無化 」 と い っ た思想が新た に結実 し た

も の だ と考える 。こ の 作 品 に お い て は 、後年 の『ねじ ま き⿃ク ロ ニ ク ル 』・『海

辺のカフカ』・『１Ｑ８４』 に お い て も 現 れ る 、 物 語 と 物 語 を交錯さ せ る 「 パ

ラレ ル・ワー ルド」の⼿法が は じ め て顕著な 形 で取り⼊れ ら れ て い る 。ま た 、

こ の 作 品 は 、物 語 を め ぐ る 物 語 で あ っ て 、メタフ ィ ク シ ョ ン性を有し て い る 。  

 多く の先⾏研究に お い て は 、「 世 界 の終り 」を完全 に完結し て い る 世 界 と し

て 定義し た り 、主⼈公「私」 と 「 僕 」 の消滅に こ だ わ っ た り す る 現象が ⾒ ら

れ る 。 し か し 、「私」 も 「 僕 」 も消滅し て い な い し 、「 世 界 の終り 」 も そ の よ

う に完結し て い る 世 界 で は な い と ⾔ わ な け れ ば な ら な い 。  

 こ の 作 品 に お い て描か れ て い る の は 、決し て消滅に つ い て の 物 語 で は な い 。

「私」の「消滅」の うちに は ら ん で い る アイロ ニ ー 、「私」と「 僕 」の あ い だ

の類似と差異、「 僕 」の最後の選択の意味な ど は 、い ず れ も重⼤か つ複雑な問

題で あ り 、 常 に新し い解釈を誘発 す る も の で あ る 。  

 し た が っ て 、本 発 表 に お い て は 、「 世 界 の終り 」の 本質と 産 出 の過程、「私」

の消滅と 「 僕 」 の再⽣ の成り⾏き と 原因、 お よび⼆つ の 物 語 の 間 の連関 と相

違の意味、な ど の問題を探求し な が ら 物 語 内 容 を整理し た 上 で 、「 世 界 の終り 」

の性質、「私」 の 「消滅」、 お よび結末の 「 僕 」 の選択の再解釈を⾏う 。  

 そ し て 、⼆つ の 世 界 ・主体 の 間 の類似点と差異を抽出 す る と同時 に 、 こ の

作 品 を 物 語 の ⽣成過程、 お よび物 語 の 間 の相互作⽤を呈⽰し て い る 物 語 で あ

る と規定 す る 。 さ ら に 、村上春樹の ⽂芸様式 と 作 品 のメタ的 な性質に 注 ⽬ し

な が ら 、 こ の 作 品 の村上春樹の ⻑ 編⼩説群に お け る 位置づ け を明ら か に す る

と と も に 、 こ の 作 品 の核⼼と ⾒ な さ れ る も の ― ― 物 語 と い う機械が は ら ん で

い る両義性に つ い て記述す る 。  

 

 

「 ⽣ の 現在進⾏形 」 と 「 出 来事の複数性」  

―侯孝賢『憂鬱な楽園』試論―  

キョウ  ⾦浪  

 侯孝賢映 画 に つ い て 、 よ く知ら れ て い る の は固定 シ ョット 、 ⻑回し 、 ロ ン
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グシ ョット 、 空 シ ョット な ど の技法を多⽤す る 「侯⽒スタイル 」 で あ る 。 し

か し 、1996 年 に 発 表 さ れ た『憂鬱な楽園』に お い て は 、わ れ わ れ はむしろそ

れ ま で の スタイル と異な る 映像を ⽬撃す る 。停ま る こ と の な い乗り 物 、 原⾊

で ⾒ せ ら れ る主観移動 、 近距離で描か れ る暴⼒ と い っ た 、従来 の 作 品 に お い

てほぼ⾒ ら れ な い も の が次々と 出 現 す る 。こ れ ら の「新鮮な 」も の に よ っ て 、

映 し 出 さ れ る 「 た だ な か 」 の 映像様態を 、 本 発 表 は と り あえず 「 ⽣ の 現在進

⾏形 」 と名付け る 。  

 『憂鬱な楽園』 は 、侯孝賢が ⾃伝的回想四部 作 と台湾三部 作 の あ と 、 現 代

の台湾に戻る 作 品 で あ る 。 本 作 は 、相変わ ら ず 定番の侯孝賢組 （朱天⽂ の脚

本 、李屏賓、陳懐恩の撮影、廖慶松の 編 集 、杜篤之の録⾳、⻩⽂英の美術）

で 制 作 さ れ た も の だ が 、彼の フ ィ ル モグラフ ィ ー の中で の分岐点だ と ⾔える 。

先⾏研究で は 、 そ れ ま で の 「静観美学」（焦雄屏） と し て の 「侯⽒スタイル 」

が よ く 論 じ ら れ る が 、 本 作 に お い て提⽰さ れ る そ の 「静観」 か ら離れ た 作⾵

に つ い て は 、⼗分に検討さ れ て い る と は いえな い 。 本 発 表 は 、 本 作 に お け る

「 ⽣ の 現在進⾏形 」 を 画 ⾯ に即し て考察す る 。  

 ⼀⽅、 スタイル が ⼀変し た 本 作 で は 、従来 の 作 品 に 共 通 す る要素のひと つ

で あ る 「 出 来事の複数性」 も 際⽴っ て い る よ う に ⾒える 。 で は 、新た に ⽣起

し た 「 ⽣ の 現在進⾏形 」 と従来 の 「 出 来事の複数性」 と が 本 作 に お い て 出会

っ た と き 、 な に が起き る の だろう か 。 本 発 表 は 、侯の フ ィ ル モグラフ ィ ー に

照ら し合わ せ な が ら 、具体 的 に 場 ⾯分析を⾏う こ と を 通 し て 、 本 作 に お け る

「 ⽣ の 現在進⾏形 」と「 出 来事の複数性」の絡み合い を明ら か に し てみた い 。  

 

 

「 1 秒に 24 回の真実 」 を超えて  

―ハイフ レ ー ム レ ー ト技術か ら ア ク シ ョ ン 映 画 へ―  

欧陽  如⼀  

 ハイフ レ ー ム レ ー ト （ High frame rate,  HFR） と い う新し い 映 画技術は 『ホ

ビット 』三部 作 を は じ め と し て 、 世 間 の 注 ⽬ を 集 め る 。 2011 年 、ピーター ・

ジャクソン 監 督 は 48FPS で 『ホビット  思い が け な い冒険』（ The Hobbit: An 

Unexpected Journey） を撮っ た 。  そ の同時 に 、 ジ ェ ー ムズ・キャメロ ン 監 督

も 映 画 を 60FPS で撮影す る こ と を試し始め た 。2016 年 、ア ン・リ ー 監 督 が演

出 し た『ビリ ー・リ ン の永遠の ⼀⽇』（ Billy Lynn's Long Halftime Walk）は 120FPS

と い う新フォー マット で 上 映 さ れ た 。そ し て 、2019 年 に 、彼は再びに 、120FPS

で 『 ジ ェ ミ ニ マ ン 』（ Gemini Man） を撮っ た 。  
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 ハイフ レ ー ム レ ー ト技術は か つ て な い 視覚的 体験を提供す る 。毎秒 24 コ

マ で撮影さ れ た 映 画 に お け る ア ク シ ョ ン の継続性は必ず モ ー シ ョ ンブラー に

よ っ て 実 現 さ れ る の に対し て 、 ハイフ レ ー ム レ ー ト で撮影さ れ た 映 画 に お い

て 、 モ ー シ ョ ンブラー効果が低減す る 。⾼速運動 す る事物 は各フ レ ー ム に お

け る 位置の変化 の幅も⼩さ く な る 。 ⼀⽅、 ハイフ レ ー ム レ ー ト技術は微⼩運

動 を従来 と異な る よ う な⽅式 で 表 現 す る 。24 コ マ 映 画 に お け る解消し た微⼩

運動 は ハイフ レ ー ム レ ー ト に よ る復元さ れ る 。 そ れゆえに 、観客の 映 画 の 常

識を変えよ う と い う 動 き も 現 れ て い る 。  

 本 発 表 で は 、 ハイフ レ ー ム レ ー ト技術は 映 画美学に貢献す る 可 能性を考察

す る 。 ま ず 、 ハイフ レ ー ム レ ー ト で記録さ れ た事物 の運動 は よ り ⼈ 間 の 視覚

で捉えら れ た運動 に 近 づ く こ と で 、観客たちの運動 に 関 す る 映 画 体験を変え

る 。 ま た 、 ハイフ レ ー ム レ ー ト は微⼩運動 を 可 視 化 さ せ る 。多く の細部 映像

が 表象で き る こ と に よ り 、微⼩運動 を 表 現 す る フ レ ミ ングは開拓さ れ る と予

想さ れ る 。  

 

 

◆ 講 演  要 旨  

偶然と事物 の美学  

―クラカウア ー 『 映 画 の理論 』 を め ぐ っ て―  

⽵峰  義和  

 1960 年 にドイツの思想家 の ジ ー ク フ リ ー ト・クラカウア ー（ 1889-1966）が

英語 で 上梓し た 『 映 画 の理論 』 は 、数多く の彼の著作 の な か で も主著と し て

位置づ け ら れ て お り 、 と り わ け フ ィ ル ム ・ スタディ ーズの分野で は 、バラー

ジ ュ の 『 視覚的 ⼈ 間 』 や ベ ン ヤ ミ ン の 「技術的複製可 能性の 時 代 に お け る芸

術作 品 」、バザン の『 映 画 と は な に か 』な ど と と も に 、教科書や リ ーダー でほ

と ん ど必ず扱わ れ る〈古典〉と し て揺るぎな い 地 位 を確⽴し て い る 。  

 も っ と も 、欧⽶圏の 映 画研究で の クラカウア ー の 位置づ け は 、 映 画 的 リ ア

リズム の擁護者 と い う 場合がほと ん ど で あ る 。ごく⼤雑把に 定 式 化 す れ ば 、

映 画 表 現 の 基礎原理を モ ンター ジ ュ に よ る ⼈為的 構成に求め る と い うエイゼ

ン シ ュ テイン に 代 表 さ れ る⽴場 に た い し て 、『 映 画 の理論 』に お け る クラカウ

ア ー は 、 ア ンドレ ・バザン ら と と も に 、 現 実 を そ の ま ま写し取っ た 表 現 に こ

そ真に 映 画 的 な も の が存在す る と い う リ ア リズム の陣営に属す る 代 表 的 な理

論 家 と し て扱わ れ て き た の で あ る 。  

 本 発 表 は 、『 映 画 の理論 』に お け る リ ア リズム が 、現 実 世 界 を写実 的 に再現



6 
 

す る と い う 表 現 スタイル に単純に還元さ れ な い複雑な屈折や揺らぎを 内包し

て い る と い う点を明ら か に す る こ と を最終的 な ⽬ 的 と す る 。 そ の た め に 、 ま

ず は ヴァイマ ル 時 代 に お け る クラカウア ー の 映 画批評を 、「偶然」 と 「事物 」

と い うキーワードを軸に概観す る 。そ の うえで 、『 映 画 の理論 』の準備稿に あ

た る 「 マ ルセイユ草稿」（ 1940-41） の議論 を 、 ベ ン ヤ ミ ン の思想的影響を検

証し な が ら整理す る こ と で 、 クラカウア ー の 映 画美学を め ぐ る最初の 構想を

輪郭づ け る 。 そ の うえで 、『 映 画 の理論 』 で提唱さ れ る 「 物理的 現 実 の救済」

と い う理念に つ い て の 基 本 的 な考えを ま と め る こ と で 、後期クラカウア ー に

と っ て 映 画 と い う媒体 が ど の よ う な意味を も っ て い た の か を考察し た い 。  
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