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映像 の基本 的構造 と現実

豊 原 正 智

は じ め に

映 像 は,一 面 で機 械 技 術 的 基 盤 を もつ 故 に,機 械 技 術 の 発達 と共 に,非 常 に

多面的 かつ 多義 的 な もの に な っ て い る。 それ は,映 像 のm的 な定 義 を困 難 に

し,そ の概 念 を ま す ます 曖 昧 な もの に して い る。 しか しな が ら一 方 で,わ れ わ

れ は その よ うな映 像 を どん どん 受 け入 れ,今 日 で は一 日た り と も映 像 を 目 に し

な い 生 活 は あ り得 ない ほ どで あ る。 そ れ は,も は や一 部 の 特 権 的 な 人 々の た め

の もの で も な け れ ば,非 日常 的 な出 来 事 で も な い。 それ は,わ れ わ れ の 生 活 の

一 部 で あ り
,日 常 的 な 出来 事 の 一 部 な の で あ る。 そ れ 故 に又,そ の実 体 の 把 握

は ます ます 難 しい もの に な っ て い る。 い わば,「 映 像 とは 何 か」 を問 うこ とが

い ま さ らの 感 を 与 え る ほ ど に,そ れ は 「す で に そ こ に あ る」 もの とな っ て い る。

し か し,そ れ故 に こ そ わ れ われ は こ こで,基 本 的,原 理 的 な とこ ろ で 映 像 の性

質 につ いて の確 認 を して お く必 要 が あ るの で は な い だ ろ うか。 他 の領 域 との 関

わ り を ます ます 深 め て い きつ つ あ る映 像 の そ の関 わ りを問 題 にす る と き,そ の

基 本 的 な構 造 は,考 察 の 出 発 点 と な る もの で あ ろ う。

こ こで は,特 に 映 画 の映 像 につ い て,既 に こ れ まで 何 度 も 問題 に さ れ て きた

現 実 との 対 立 的 あ る い は類 似 的 関 係 に お い て,そ の基 本 的 構 造 を問題 に した い 。

t.カ メ ラ の 機 械 性
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「写真や映画が機械的な再生にす ぎず,そ れ故,そ れらは芸術 と無関係であ
(21

る と い う非 難 を,徹 底 的 に組 織 的 に反 証 す る こ と は,そ れ だ け の価 値 が あ る」

と い っ て,R。 ア ル ンハ イム(RudolfArnheim,1904-)は,「 映 画 の 反 自然 主

義 性 に 関 す る,最 初 の 完 全 かつ 系 統 的 な 論 文 」 で あ る 『芸 術 と し ての 映 画 』 の

議 論 を展 開 して い る。

前 世紀 末 に,純 粋 に技 術 的 成 果 と して誕 生 した 映 画 は,現 実 を忠 実 に再 現 す

る記 録 的 手 段 で あ っ た 。 しか し,そ れ は,次 第 に カ メ ラの遍 在 性 を獲 得 し,ク

ロ ー ズ ・ア ッ プ を,映 像 の結 合 を発 見 す る こ と に よ っ て,創 造 的 契 機 を そ な え

る よ うに な るの で あ る が,ア ル ンハ イ ム が敢 えて 「芸 術 と して の」 と い う言 葉

を使 っ て い る よ うに,一 方 で,そ の 芸 術 性 を否 定 す る議 論 が あ っ た 。 その 主 要

な根 拠 は,や は り,映 画 の機 械 的 再 現 性 で あ ろ う。 す な わ ち,映 画 は機 械 に よ

る現 実 の 受 動 的 再 現 で あ り,人 間 の創 造 力 を排 した,生 活 を複 写 す る機 械 で あ

る とい う考 え で あ る。 ア ル ンハ イ ム は,映 画 の映 像 と現 実 との 間 に明確 な差 異

が存 在 す る こ と を指 摘 し,そ の差 異 を も た らす もの 区 別 の 諸 要 素 を分

析 し,そ こ に,カ メ ラ が現 実 か らつ くる映 像 と,人 間 の 眼 に よ る映 像(知 覚 像)

との 根 本 的 な相 違 を 見 い出 して い る。 そ して,映 画 技 術 の,完 全 には 現 実 の 再

現 に な らな い 「欠 陥 」 とも い うべ きも の を,む しろ映 画 の 創 造 的 手段 とす る こ

と に よ っ て,そ の芸 術 性 を展 開 して い るの で あ る。 彼 は 次 の よ う に述 べ る,「

も っ と も根 本 的 な線 に お い て さ え も,カ メ ラ が現 実 か ら作 る映 像 と,人 間 の 肉

眼 で 見 る映 像 とで は,大 き な相 違 が あ る こ と を究 明 して きた 。 さ らに そ う した

相 違 が存 在 す るば か りで な く,芸 術 目的 の た め に その 相 違 を利 用 して 現 実 を創

り出 す こ と もで き るの だ,と い う こ と も知 っ た 。 換 言 す れ ば,映 画 技 巧 の 欠 点

と呼 ば れ得 る もの が,実 際 に は,創 造 芸 術 家 の 手段 を形 成 して い るの で あ る。」

こ の よ うな 考 え は,従 来 の,映 画 の 芸 術 性 を否 定 す る議 論 に対 す る有 力 な反 論

を示 して お り,又,基 本 的 な映 像 の 構 造 及 び 映 画 の芸 術 的 独 自性 を理 解 す る上

で,一 つ の 示 唆 を与 え る もの と思 わ れ る。
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機 械 の 眼 と して の カ メ ラ の性 格 は,一 般 的 に,人 間 の 眼 と よ く比 較 され る。

ゲ シ ュ タル ト心 理 学 の影 響 を受 け た ア ル ンハ イ ム は,映 像 と知 覚 像 の 差 異 の例

と して 視 覚 の 恒 常性 をあ げ て い る。 彼 は 「空 間 的 な深 さの 減退 」 の項 で ,映 像

が,絶 対 的 に平 面 で も,絶 対 的 に立 体 で も な く,「 平 面 で あ り,同 時 に立 体 で

あ る」 こ と を指 摘 し,そ の よ うな効 果 の 要 因 の 一 つ と して 大 き さの 恒 常 性 ,形

の恒 常 性 を あ げ る。 「私 た ちは,実 生活 に お い て網 膜 上 の映 像 に よ っ て は 視 覚

的 印象 が得 ら れ な い こ と で あ る。 例 えば,あ る男 が 三 フ ィー ト向 うに立 っ て お

り,も うひ と りの同 じ身 長 の男 が 六 フ ィー ト向 う に立 っ て い る。 と こ ろ が
,後

者 の映 像 の 面 積 は前 者 の そ れ の 四 分 の 一 には あ らわ れ な い。」こ の よ うな大 き さ

の恒 常 性 は,「 映 画 の画 面 に は ほ と ん ど存 在 しな い。 した が っ て,映 画 の 画 面

に お い て は,例 え ば一 人 の 人 間 が他 の 人 間 よ り カ メ ラか ら二倍 の 距 離 に離 れ て

い る とす れ ば,前 景 に い る人 間 は 非 常 に が っ ち り した大 き く広 い感 じ を あ た え

る。」 す な わ ち,ゲ シ ュ タル ト理 論 が指 摘 して い る よ うに,わ れ わ れ の視 覚 は,

最 も初 歩 的 な段 階 に お い て も,現 実 をそ の ま ま機 械 的 に記 録 す るの で は な く,

心 理 的 な 「創 造 力」 に よ っ て 有機 的 な組 織 を お こ な うの で あ る。(知 覚 的 現191)

しか しな が ら,「 創 造 加 の介 しな い機 械 の 眼 と して の カ メ ラは ,も ちろ ん そ

の よ うな こ とは な い 。 人 間 の眼 で 見 られ た 知 覚 的 現 実 は ,シ ャ ッ ター が切 られ

た瞬 間 に,機 械 の眼 で 見 られ た現 実(映 像 的 現 実)に 変 わ るの で あ る
。 従 っ て,

わ れ わ れ が見 る現 実 とは様 相 の異 な る映 像 が ,カ メ ラに よ って も た ら さ れ る と

い え る。

この よ うな知 覚 的 現 実 と映 像 的 現 実 との 差 異 は ,さ らに,わ れ わ れ が,歴 史

的,社 会 的,個 人 的 な あ る一 定 の 状 況 の 支 配 を受 け て い る こ と に よ っ て 生 じる。

わ れ わ れ の 知 覚 作 用 は,た だ 単 に感 覚 与 件 で あ る対 象 物 を受 容 す る の み な らず
,

そ こ に あ る一 定 の 意味 を看 取 す る。 そ の 意 味 の 看 取 の 仕 方 は,そ の 対 象 物 を見

る者 に よ っ て様 々 で あ る だ ろ う。 た と えば ,眼 前 の椅 子 は,そ れ が 「イ ス」 と

して 知 覚 され る と同 時 に,知 覚 主 体 の状 況 の 支 配 を受 け ,「 モ ダ ン な イ ス」 で
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あ った り,「 奇 抜 な イ ス 」 で あ っ た りす るで あ ろ う。 す な わ ち,わ れ わ れ の 知

覚 的 現 実 は,様 々 な社 会 生 活 が営 ま れ る体 験 的 な意 味 に満 され た 世 界 で あ り,

あ る者 に と っ て その 意 味 の 世 界 は,歴 史 的,社 会 的,個 人的 な もの の 複 合 した

状 況 に よ っ て 多様 な様 相 を呈 す るの で あ る。 従 っ て,あ る存 在 物 が,わ れ わ れ

の 知 覚 の 対 象 と して 知 覚 像 を形 成 す る と い う こ と は,以 上 の よ うな状 況 の 支 配

を受 け た もの と して 成 立 す る こ と を意 味 す る。 しか し なが ら,カ メ ラは 当 然 こ

の よ うな状 況 の 支 配 を受 け る こ とは な い。 そ の機 械 的 産物 と して の 映像 は状 況

の 支 配 か ら絶 ち切 られ た と ころ で形 成 さ れ る。S.ク ラ カ ウ ア ー(SiegfriedK

Kracauer,1889-1966)は,こ の よ うな機 械 の眼 と して の カ メ ラ の機 能 を 「露

呈 機 能(revealingfunction)」 と して捉 え,単 な る機 械 的 な記 録 と は 区 別 して

い る。 又,こ の よ う な意 味 で,人 間 の 眼 を越 え る カ メ ラの 「客 観 性 」 に注 目 し

た の はD,ヴ ェ ル トフ(DzigaVertov,1897-1954)で あ る。彼 は,1923年 に い

わゆ る 「映 画 眼 」 宣 言 を発 表 した 。 そ の 中 で 彼 は,「 対 物 レ ン ズは 正確 で あ り,

絶 対 に誤 らな い 。 対 物 レ ン ズ は事 件 の 中 心,現 実 の事 実 の 中心 に置 か れ ね ば な

らぬ 。」と い い,又,「 わ れ は 映 画 の 目。 われ は機 械 の 目。 わ れ は わ れの み 見 る

世 界 を示 す 機 械 。」 と して,人 間 の 眼 よ り完 全 な も の,超 人的 な もの と して の カ

メ ラの 奇 跡 性 を信 じ る の で あ る。 彼 の こ の 頃 の 一 連 の 作 品 は,ド キ ュ メ ン タ リ

ー映 画 の 出 発 の 一 つ に考 え ら れ て い る
。

以 上 の よ うな カ メ ラ の,心 理 学 的,状 況 的 な支 配 か らの 解 放 は,知 覚 的 現 実

と は 別 な映 像 的 現 実 を形 成 す る もの と して,映 画 の芸 術 的 基 盤 の 第1の 要 素 で

あ ろ う。 従 っ て,単 純 に は,映 像 を現 実 の単 な る機 械 的再 現 と して議 論 す る わ

け に は い か な い。 し か し,そ れ に して も一 方 で,映 像 は,絵 画,彫 刻 等 の再 現

性 とは比 較 に な らな い現 実 的 性 格 を も ち,写 真 の そ れ に対 して も 又 同様 で あ る。

そ れ は,歴 史 的 観 点 か らす れ ば,逆 に,そ れ以 前 に は 全 くみ られ な か っ た 強 度

の 再 現 性 を有 す る もの と い う こ と がで き よ う。 そ れで は ,映 像 の 現 実 的 性 格 と

は ど の よ う な もの で,そ れ は何 に よ って 支 え られ て い るの で あ ろ うか。
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映 像 は ま ず カ メ ラ に よ る機 械 的 産 物 と して形 成 され る。 そ れ は,対 象 の 反 射

光 が レ ンズ を通 っ て フ ィル ム を感 光 させ る こ と に よ る 全 くの 直 接 的,機 械 的 プ

ロ セ スの 結 果 で あ る。 従 っ て,そ こで は ほ ぼ完 全 に そ の対 象 の 形 体 性 が保 持 さ

れ て い る。 そ れ が ス ク リー ンに投 影 され る こ と に よ っ て映 像 は 成 立 す るの で あ

る が,も ちろ ん そ こ で の 映 像 と して の 対 象 は物 的 存 在 と して 成 立 して い るの で

は な い。 ス ク リ ー ン上 に わ れ わ れ が 見 る もの は 光 と影 で あ る。 つ ま り,現 実 の

対 象 の 物 体 性 は そ こ で は 欠 落 して い る。 現 実 の 対 象 の物 体 性 は,そ れ が触 知 し

得 る もの と して,暗 黙 に触 覚 の 了解 を基 盤 と して い る と考 え られ る。 従 っ て,

映 像 に お け る物 体 性 の 欠 如 は,こ の触 覚 的 な もの の 欠 如 と して 捉 え られ,映 像

は 現 実 の 対 象 の 視 覚 的 な もの だ け に よ る形 体 性 の 忠 実 な再 現 と考 え られ るの で

は な い か。 つ ま り,映 像 の 現 実 的 性 格 は,視 覚 的,部 分 的 再 現 と して捉 え られ

よ う。

この よ うな現 実 的 性 格 を支 え て い る もの は,第 一 に は,す で に述 べ た よ うに,

カ メ ラ の直 接 的,機 械 的 プ ロ セ ス が 生 み 出 す 形 体 の 忠 実 さで あ る。 こ れ は 写 真

と同 様 の現 実 的 性 格 と い え る。 しか し,写 真 との 決 定 的 か つ根 本 的 な相 違 で あ

り,映 像 に,は る か に 現 実 性 を与 えて い る もの は 運 動 で あ る。E.モ ラ ン(Edgar

Morin,1921-)は,映 像 の 現 実 感 の基 礎 と して,こ の形 体 に対 す る忠 実 さ に,

さ らに運 動 を あ げ,次 の よ うに述 べ る,「 運 動 は 生 気 づ け られ 動 い て い る形 体

に対 して,ス ク リー ン上 で 自立 性 と身体 性 と を与 え る。」,「 形 体 が運 動 を客 観

的 な も の と感 じ さ せ るた め の 骨 組 を形 づ く り,運 動 が形 体 に対 して身 体 を与 え

る の で あ る。」C.メ ッ ッ(ChristianMetz1930-)も 又,『映 画 の 現 実 感 』の 中 で,モ

ラ ンを援 用 し な が ら,映 像 の 現 実 性 を強 め る もの と して の この 運 動 に さ ら に積

極 的 な役 割 を与 え て い る。 す な わ ち,「 映 画 が 我 々 に 見 せ て くれ る物 や 人 物 は,

画 像 の 形 で しか 現 わ れ ない が,そ れ がす る動 きは 動 きの画 像 で は な く,現 実 の

もの と して現 わ れ る 。 動 き は 《非 物 質 的 な もの で 》,そ れ は 視 覚 に現 われ る の

で あ っ て決 して 触 覚 に現 わ れ る の で は な い。 だ か らそ れ は 《本 物 》 と複 写 とい
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う現 象 的 実 在 性 の二 段 階 は認 め られ な い。」と して お り,映 画 に お け る現 実 感 を,

「印 象 の 実 在 性(realitedel'impression)」 と同 時 に 「動 きの 臨 在(piesence

reelledumouvement)」 と して捉 えて い る。 つ ま り,形 体 の忠 実 な再 現 性 と

共 に,運 動 の 要 素 は,そ れ に立 体 的 効 果 を与 え,ス ク リ ー ンの 物 理 的 平 面 性 を

克 服 し,こ れ ま で の ど の よ うな芸 術 に もみ ら れ な か っ た強 度 の 現 実 的 性 格 を映

像 に与 え る こ と に な っ た 。

カ メ ラの 機 械 性 は,知 覚 的 現 実 との 差異 を明 ら か に しな が ら も,一 方 で,視

覚 的 再 現 と して 部 分 的 で は あ る が 非 常 な現 実 性 を示 す 映 像 的 現 実 を形 成 す る。

い わば こ の よ うな二 重 性 を基 盤 に して,わ れ わ れ は さ ら に独 自 な映 像 の形 成 に

つ い て 考 え なけ れ ば な ら な い 。

2.シ ョ ッ トの 構 造

シ ョ ッ トは,機 械 の 眼 と して の カ メ ラ に よ っ て 断 片 と して の映 像 と して 与 え

られ る。 そ こ に は,カ メ ラの機 械 的 性 格 を基 盤 に しな が ら,様 々 な主 観 的,創

造 的 手段 に よ っ て 独 自 の 映像 が形 成 され る。 その 手段 と して は様 々 な方 法 が 考

え られ る だ ろ う。 す な わ ち,レ ンズ の焦 点距 離,撮 影 角 度,カ メ ラの 位 置,カ

メ ラの 動 き,撮 影速 度,撮 影 時 聞,さ ら には,光 の処 理 の 問題(露 光 量,フ ィ

ル ムの 化 学 的 特 性)等 が 考 え られ るが,シ ョ ッ トの形 成 にお け る こ れ らの様 々

な方 法 は,主 と し て,時 間 的,空 間 的 な 「切 り と り」 の 問 題 で あ る と総 括 で き

よ う。 す な わ ち,シ ョ ッ トは基 本的 には,撮 影 時 間 に よ る,及 び カ メ ラの フ レ

イム(枠)に よ る,時 間 的,空 問 的 な,現 実 の 「切 り と り」 と して与 え られ る。

こ の よ う な切 りと りに よ っ て与 え ら れ る シ ョ ッ トは どの よ うな構 造 を もつ とい

え るだ ろ うか。

まず それ は,現 実 と は違 った 独 自 の時 間,空 間 の構 造 を もつ。 この 時 間 的,

空 間 的構 造 は,時 間 的 な切 りと りが同 時 に空 間 的 な 切 り と りで あ り,フ レ イム

に よ る空 間 的 な 切 りと りは 必 然 的 に時 間 的 な経 過 を伴 う とい う意 昧 で,不 可 分
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の 関係 に あ る 。 しか し,こ こ で は一 応 分 け て 考 え る こ とに す る。

2-1シ ョ ッ トの 時 間

シ ョ ッ トは一 定 の 撮 影 時 間 を必 要 とす る。 従 っ て,そ こ で撮 影 さ れ た シ ョ ッ

トの映 像 は 当 然,そ の 時 の一 定 時 間 の現 実 の時 の経 過 と密 接 な 対応 関 係 を も ち,

そ の 中 に現 実 の時 間 の 「断 片 」 を内 在 させ て い る こ と に な る。 それ 故 シ ョ ッ ト

の時 間 は 常 に部 分 で あ る。 現 実 に は時 間 の 「断 片 」 とい うこ と は あ り得 な い 。

時 間 は一 方 向 的 で あ り,分 割 で き な い。 し か し,シ ョッ トは 断 片 で しか あ り得

ず,時 間 は,断 片 と して 部 分 と して そ こ に 成 立 して い る。 そ して,そ れ は一 定

時 間 の 現 実 の 時 の経 過 を表 わ して い る と同 時 に 又,物 理 的 な映 写 時 間(フ ィル

ムの 長 さ)を 成 立 させ る。 す な わち,1分 間撮 影 さ れ た シ ョ ッ トは,現 実 の1分

間 の 時 間 の流 れ を表 わ して い る と同 時 に,1分 間 の 映 写 時 間 を もつ シ ョ ッ トで

も あ る。 っ ま り,そ の 意味 で シ ョ ッ トは 二 重 の 時 間 構 造 を部 分 と して もつ と い

うこ と が で き る。 又,撮 影 速 度(通 常24コ マ/秒)を 変 え る こ と に よ っ て ,こ

の よ うな二 重 の 時 間 構 造 にず れ を生 じ させ ,時 間 の 圧 縮,拡 大 を行 うこ とが で

き,逆 転 撮 影 は時 間 の 遡 行 の 可 能 性 を もつ 。 こ う し て,シ ョ ッ ト内 で の よ り 自

由 な時 間 的 操 作,つ ま り時 間 の 意識 的 な形 成 が可 能 と な る。

この よ うに,シ ョ ッ トの時 間 的構 造 に 関 して は,撮 影 時 間 及 び撮 影 速 度 が 主

観 的 な創 造 の 契 機 と して働 き,シ ョ ッ トに 独 特 の部 分 と して の時 間 を も た らす

の で あ る。

2-2シ ョ ッ トの 空 間

シ ョ ッ トの 空 間 的 構 造 は カ メ ラ の フ レイ ム に よ る切 り と り と して与 え られ る。

この フ レ イ ム は カ メ ラ の 前 に広 が る現 実 の 空 間 を,映 像 化 す る部 分 と映 像 化 し

な い部 分 に区 別 す る枠 組 で あ る。

こ こで も,時 間 の 場 合 と同様 切 り と り と して与 え られ る以 上 ,シ ョ ッ トは 全

体 の空 間 に 対 して部 分 と して の性 格 を もつ 。 部 分 と全 体 とめ 空 間 の 質 は同 質 的

で あ り,従 っ て 当然 切 りと られ なか っ た 全体 へ の進 展 が可 能 とな る。 つ ま り
,
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そ れ は シ ョ ッ ト内 に お け る フ レイ ム の 変 化(レ ンズ の 焦 点 距離 の 連 続 的 変 化(ズ

ー ミン グ)及 び カ メ ラ の 動 き(ト ラベ リ ン グ
,パ ンニ ン グ))に 根 拠 を与 え て

い る。

この よ うな シ ョッ トの空 間 構 造 は,現 実 の 空 間 の 性 格 との 差異 を際 立 た せ て

い る。 現 実 の空 間 は 静 止性 を特 徴 と し,無 限 の 広 が り を もつ が,映 像 の空 間 は

有 限 で あ り,フ レ イ ム の 変 化 は そ れ を流 動 的 な もの に して い る。 わ れ わ れ の 眼

には 視 野 とい う もの が あ る が,そ れ は頭 を動 か せ ば 又 連 続 した 空 間 の 広 が り を

その 中 に と り込 む こ と が で き るの で あ り,カ メ ラの フ レイ ム の よ うな限 界 を与

え る もの で は な い 。 た と えば,ク ロ ー ズ ・ア ップ や ズ ー ミン グ等 を考 えて み れ

ば わ か る よ う に,そ れ らは 決 して われ われ の 肉 眼 で は 与 え られ な い,映 像 独 自

の視 覚 と い えよ う。 そ うす る と,こ の フ レ イ ム の 問 題 は,そ れ に よ っ て どの よ

うな空 間 を シ ョ ッ トに形 成 す る か とい う創 造 的 契 機 を含 み,重 要 な意 味 を もつ

もの と な る。B.バ ラ ー ジ ュ(BelaBalazs,1886-1952)は その 『昧 画 の理 論 』

の 中 の 「創 造 的 カ メ ラ 」 とい う章 で,「 映 画 が再 現 す るの で は な く,創 り出 す あ

の何 か,そ して そ の 結 果 映 画 が 自立 的 な,本 質 的 に新 しい芸 術 形 式 に な っ た あ

の 何 か」(傍 点 原 著 者)の 中 に,r集 」,「 同 一 化 の 作 用」 と共 に フ レイ ム

の 問題 を あ げ て い る。 又,現 実 と映 像 の差 異 を創 造 的 な形 成 手段 と しよ う とす

るア ル ンハ イ ム も 「映 像 の 限 界 と被 写 体 か らの 距 離 の 芸 術 的 利 用 」 と して この

問題 を と りあ げ て い る 。 「映 像 の 限 界 は,遠 近 法 と同 程 度 に,様 式 上 の 手 段 で

あ る。 なぜ な ら,映 像 の 限 界 は特 別 な 意味 を摘 出 され た り,施 され た り した 独

特 の細 部 を作 りあ げ,ま た 反 対 に,重 要 で な い もの を削 っ た り,シ ョ ッ トの な

カ・に突 然 も た ら され た 意 外 な事 物 や,画 面 の 外 に起 った も の の 反射 を持 ちこ ん

だ りす る こ と を許 す か らで あ る。」(傍 点 引 用 者)つ ま り,フ レ イ ム が一 つ の 枠

組 で あ り,限 界 づ け で あ る以 上,そ の 内 と外,す な わ ち映 像 化 す る部 分 と そ う

で な い部 分 を決 定 し な け れ ば な らず,又 その 決 定 に お い て は様 々 な技 術 的 手 段

を用 い て,機 械 的 な制 約 を受 け な が ら も,が な りな 自由 な主 観 性 を反 映 させ る
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こ とが 可 能 で あ る。 従 っ て,フ レイ ム に よ っ て 切 りと る こ と,つ ま り フ レイ ミ

ン グは,も は や 一 つ の 「様 式 化 」 で あ り 「構 成」 なの で あ る。 しか し,切 り と

りで あ る以 上,ど の よ うに切 り と る こ と も 自 由 で あ る が,シ ョ ッ トは 常 に部 分

で あ る こ と は避 け られ な い 。 従 っ て 「様 式 化 」,「 構 成 」 は,正 確 に は部 分 と

して の 「様 式 化 」 で あ り 「構 成 」 で あ る。

この よ うに,シ ョ ッ トは 時 間 的,空 間 的 な切 り と り と して部 分 と して 与 え ら

れ る。 そ して,い か に切 り と る か に 主観 的,創 造 的 契 機 が働 き,シ ョ ッ トは そ

こ に独 自の 時 間,空 間 の構 造 を形 成 す る。

この シ ョ ッ トの 本 質 的 な基 盤 をな す 切 り と りは 又,シ ョ ッ トに どの よ うな意

味 を与 え て い るの だ ろ うか 。

切 りと りは必 然 的 に,時 間 的 に も空 間 的 に も 「切 りと る も の」 と 「切 り と ら

れ る もの 」 に分 け る。 とい うこ とは,「 切 り と る もの 」 で あ る シ ョ ッ トは 部 分

と して,常 に 全 体 と して の 「切 り と られ る も の」 に支 え られ て お り,又 同 時 に

「切 りと る も の 」 は 「切 り と られ る もの 」 を指 向 して い る とい え る だ ろ う
。 シ

ョッ トは そ の意 味 で,切 り と りの 内 と外 と の 関係 を内 在 させ て い る こ と に な る

だ ろ う。 そ して,切 り と り が主 観 的,創 造 的 行 為 で あ り,又 それ が現 実 か らの

切 り と りで あ る と す れ ば,「 切 り と る もの 」 と して の シ ョ ッ トは,現 実 に対 す

る主観 の 一 定 の 態 度 の 表 明 で あ り,そ れ に よ る現 実 と の関 係 の視 覚 化 で ある と

い え るの で は な い か。 つ ま りシ ョ ッ トは,切 り と りに よ る時 間 的,空 間 的 な一

定 の構 造 を も つ 映 像 の単 な る提 示 に止 ま る もの で は な く,常 に 「切 り と ら な か

っ た もの 」 と の 関 係 を も そ こ に含 み 表 わ して い る こ と に な る とい え る の で は な

い だ ろ うか。 そ の こ とは,時 間 的,空 間 的 な部 分 性 と共 に,後 に述 べ る よ うな

シ ョ ッ トの 結 合 を可 能 に す る基 盤 とな り,又 叙 述 性 の 潜 在 的 可能 性 を与 え る こ

と にな るだ ろ う。

3.シ ョ ッ トの 結 合 の 問 題
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映 画 が純 粋 に技 術 的 成 果 と して成 立 した と き,そ の 映 像 は 固 定 さ れ た カメ ラ

で一 定 の 距 離 か ら一 定 の時 間 全 く機 械 的 に撮 影 され た も の で あ っ た。 つ ま り,

ワ ン ・シ ョ ッ トだ けの 映像 で あ っ た の で あ る(リ ュ ミエ ー ル の シ ネマ トグ ラ フ)。

しか し,こ の リ ュ ミエ ー ル か らG.メ リエ ス,E.S.ポ ー ター,D.W.グ リ フ ィ ス

と続 く初 期 の 映 画 史 の 中 で,次 第 に映 画 は そ れ 独 自の 創 造 的 手 段 を発 見 して い

った 。 そ れ は カ メ ラの 移 動 で あ りジ クロ ー ズ ・ア ップ で あ り,そ して シ ョ ッ ト

の 結 合 で あ っ た。 こ こ に 「シ ネマ トグ ラ フか ら映 画 へ の 移 行 を完 了 させ た」 の

で あ る。 つ ま り,映 画 は シ ョ ッ トの 結 合 に お い て作 品 と して 全 体 的 な統 一 を計

る手 段 を獲 得 す る こ と に な るの で あ る。 ・

シ ョッ トは す で に述 べ た ご と く,部 分 と して の存 在 た ら ざ る を得 な い。 シ ョ

ッ トが あ る一 定 の 視 点 の も と に形 成 され る以 上,あ る程 度 の 独 立 した ま と ま り

を も った もの で は あ る と して も,そ こで の 様 々 な創 造 的 行 為 及 び そ れ を働 か せ

る主 観 的 な視 点 は,作 品 全 体 の形 成 と い うこ と か ら い えば,や は り常 に あ る一

定 の 段 階 に止 ま らざ る を得 な い一 つ の 限 界 を もつ も の で あ ろ う。 つ ま り,シ ョ

ッ トの形 成 に お け る創 造 的 行 為 な り,主 観 点 な 視 点 は,シ ョ ッ トが 結 合 さ れ る

こ と によ って 全 体 との 関 係 が 明確 に な り,そ の 主 観 性 が 十 全 な形 で顕 在 化 して

く る とい え よ う。 そ の 意 味 で シ ョ ッ トの結 合 は 全 体 的 な映 画 的 現 実 の 創 造 の基

盤 と して,こ こ で の 本 質 的 な 問題 とな る。

3-1映 画 的 現 実 の 構 造

映 画 の 大 きな特 徴 の 一 っ は時 間,空 間 を分 節 化 した とい う こ とで あ ろ う。 現

実 に お い て は,わ れ わ れ は決 して時 間 の 均 等 な 一 方 向 へ の連 続 的 な流 れ か ら解

放 さ れ る こ とは な い し,そ の流 れ を断 ち切 る こ と もで きな け れ ば,ま して そ の

方 向 を変 え る こ と も で き な い 。空 間 も 又同 様 に 同 質 的,連 続 的 で あ り,わ れ わ

れ は そ れ を一 挙 に克 服 す る こ とは 不 可 能 で あ り,同 時 に異 質 な空 間 の 体 験 は で

きな い。 し か し,シ ョ ッ トの 結 合 は,異 質 な時 間,空 間 の 結 合 を可 能 に し,連

続 的 不連 続 な時 間,空 間 の秩 序 を構 成 す る。 す な わ ち,ア ル ンハ イ ム の指 摘 す
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る よ うな,映 画 に お け る 「空 間 お よ び時 間 の 連 続 性 の 欠 如 」Q9あ り
,そ の 芸 術

的 利 用 で あ る。 つ ま り現 実 に は,「 あ ら ゆ る経 験 あ るい は体 験 の 連 鎖 は ,ひ と

つ の ま と ま っ た 空 間 的 お よび 時 間 的 な連 続 性 を も っ て お こ な わ れ」
,そ の 飛 躍

は不 可能 で あ る。 わ れ わ れ は部 屋 の 中 に い て,そ こカ・ら道 路 に出 る こ とが で き

る が,そ れ を一 挙 に行 う こ と はで き ない 。 時 間的 に も同様 で あ る。

シ ョ ッ トの 結 合 は,わ れ わ れ の 体 験 の 連 続 性 を非連 続化 ,分 節 化 し,独 自 の

時 間 的,空 間 的 な飛躍 を可 能 にす る 。 そ れ は さ ら に,表 現 的 に過 去,未 来 へ の ,

遡行,飛 躍の可能性 を意味す る。ところで,映 像は常 にカメラの前で現 に展開

して い る対 象 を と ら えて お り,し か も そ れ を動 き にお い て と ら えて い る の で あ

る か ら,わ れ わ れ が そ こで 見 る も の は常 に今 展 開 しつ つ あ る もの と して の 対 象

で あ り,そ の意 味 で 時 制 的 に は現 在 で あ る。 それ 故 ,過 去,未 来 の 表 現 とは い

え,そ の 映 像 は現 在 と同 じ強 い印 象 を もつ 対 象 の 具 体的 な展 開 を示 す 。 思 い 出

が,希 望 が,具 体 的 な客 観 的 な映 像 と して 現 わ れ るの で あ る。

A.ハ ウ ザ ー(ArnoldHauser,1892-)は ,そ の 『芸術 と文 学 の社 会 史 』 の最

後 の 章 「映 画 時 代 」 に お い て,こ の よ う な シ ョ ッ トの結 合 に よ る映 画 の 独 特 な

時 間,空 間 の 性 質 につ い て,近 代 芸 術 にお け る新 しい時 間概 念 を も っ と も よ く

表 現 す る もの と し,「 時 間 の 空 間 化 」,「 空 間 の準 時 間 的 性 格」 と して考 え
,

映 画 の根 本 特 質 を 厂同 時 性 」 に お い て い る 。 「映 画 に お け る空 間 と時 間 は 恰 も

そ れ らの 諸機 能 の 交 換 可 能 性 に よ っ て相 互 に結 合 されて い る か の ご と く に
,空

間 が動 的 に な っ て 時 間 の持 つ 諸 特 徴 を帯 び るの と同様 に,時 間 的 諸 関 係 は ほ と

ん ど空 問 的 な性 格,換 言 す れ ば,そ の諸 瞬 問 の継 起 系列 に お け る一 種 の無 拘 束

性 を うる よ う に な る。 わ れ わ れ は映 画 の時 間 媒 体 の 中で は 空 間 の 中で し か可 能

で は ない よ う な動 き方 をす る。 っ ま り運 動 の 方 向 とい う点 か ら い う と完 全 に 自

由 な の で あ る。」映 画 に お い て,わ れ わ れ は 時 間 の不 可 逆 的 な拘 束 性 か ら解 放 さ

れ,空 間の中を 「丁度ひとっの部屋 から別 な他の部屋へ入って行 くよう1£ あ

る時 間 系 列 か ら他 の 時 間 系 列 へ 自 由 に移 る こ と がで きる。 す なわ ち 「時 間 の 空
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間 化 」 で あ る 。 又 異 質 な 空 間 の連 続 は 必 然 的 にあ る一 定 の 時 間 系 列 を示 し,空

間 は 「準 時 間 的 性 格 」 を もつ よ う に な る。 従 っ て,こ の よ うな映 画 の時 間,空

間 を一 つ の 次 元 と して 「時 一空 間 次 元」 と考 える こ と もで きよ う。 そ して シ ョ

ッ トの結 合 に よ る異 質 な時 間,空 間 の構 成 が異 な る現 実 の並 列,つ ま り空 間 的

に異 質 な別 々 の 出 来 事 の平 行 的 な進 行 を も た ら し,わ れ わ れ に 「映 画 と い う芸

術 形 式 の根 本 的 特 質 」 で あ る 「同 時 性 」 の体 験 を ひ き お こ させ る。 この こ と が

先 の映 画 特 有 の時 間,空 間 の 融 合 を可 能 に し,「 観 客 は 時 間 と空 間 の間 を揺 れ

動 き,時 空 両 秩 序 の 諸 範 疇 を一 挙 に掌 握 す る と い う,あ る浮 遊 状 態 の 中 へ 移 し

置 か れ る」 ので あ る。

あ る一 定 の 主 観 的,創 造 的 な視 点 に お い て,シ ョ ッ トが結 合 さ れ,全 体 的 な

統 一 が な され る こ と に よ っ て成 立 す る映 画 的 現 実 は,時 間,空 間 の 非 連 続 的 連

続 に よ っ て この よ う に非 常 に独 特 な時 間 的,空 間 的 構 造 を形 成 す る。 こ の よ う

な構 造 の ユ ニ ー ク さ は,現 実 的 性 格 を も ち なが ら形 成 され る部 分 と して の シ ョ

ッ トの 時 間 的,空 間 的 秩 序 及 び そ こ に内 在 化 した現 実 との関 係 構 造 が基 礎 と な

り,そ れ が非 連 続 的 連 続 的 な全 体 の 時 間,空 間 の構 造 に組 み 込 まれ,結 合 され

て い くこ とに よ って 生 じ る ダ イ ナ ミッ ク な相 互作 用 に負 っ て い る とい え よ う。

映 像 は こ の よ う な二 重 構 造 の ダ イ ナ ミズ ム を本 質的 に も っ て い る とい え るの で

は ない だ ろ うか 。

3-2シ ョ ッ トの 結 合(モ ン タ ー ジ ュ)批 判 につ い て

映 画 的 現 実 の 独 自の 構 造 は,シ ョッ トの 構 造 を基 礎 と し,そ の主 観 的 な結 合

に よ っ て 形 成 され るの で あ る が,こ の 「シ ョ ッ トの結 合 」 は映 画 制作 上 の 一 般

的 な意 味 で の 「モ ン タ ー ジュ 」 で あ る。 わ れ わ れ は そ こ に映 画 の本 質的 な独 自

性 を認 め たの で あ る が,一 方 その よ うなモ ン ター ジ ュ にで は な く,シ ョ ッ トそ

の も の の映 像 の 内 容 の 方 に,そ の 豊 か さ に映 画 の本 質 を求 め よ う とす る立 場 が

あ る。 す な わ ち,イ タ リア の 戦 後 の映 画 運 動,ネ オ ・リ ア リズ ム を評 価 す るA.

バ ザ ン(AndreBazin,1918-1958)が そ うで あ る。彼 は ソ ヴ ィエ トの モ ン
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ター ジ ュ理 論 の 批 判 か ら始 め,0.ウ ェル ズ やW.ワ イ ラー の 作 品 に み られ る空 間

的 深 さ に よ る 〈シ ョ ッ トeシ ー ク ェ ンス〉 に映 画 の基 本 を求 め,そ の 確 証 を ネ

オ ・リ ア リズ ム の 作 品 の 中 に見 い 出 した の で あ る。

彼 に よ れ ば,モ ン ター ジ ュ は 「種 々 の映 像 が客 観 的 に は含 ん で い な い一 つ の

の意 味,た だ それ らの映 像相 互 の 関係 か らの み 生 じて くる一 つ の意 昧 の 創 造 」で .

あ り,そ の意 味 は 「映 像 の 中 に あ るの で は な く,そ れ はモ ン ター ジ ュ に よ っ て

観 客 の 意 識 の 面 に投 影 され る,映 像 の 影 」な の で あ る。 他 方,彼 は その よ う なモ

ン ター ジ ュ に対 して,R.フ ラバ テ ィの 映 像 を 例 に挙 げ,映 像 は それ が現 実 に

対 して何 をつ け加 え る か に よ っ て で は な く,そ れ が現 実 の 中 か ら何 をあ ば き出

す か に よ っ て,ま ず 評 価 さ れ る」(傍 点 原 著 者)と して い る。 さ ら に,い わ ゆ

る空 間的 深 さ に よ る〈シ ョ ッ トeシ ー ク ェ ンス 〉を映 画 言 語 の変 革 と し,そ の確

証 と な っ た ネ オ ・リア リズ ム につ い て,「 そ の様 式 その も の が本 質的 に,現 実

の 前 で は 身 を 引 こ う とす る性 格 の もの 」 で あ り,「 ロ ッセ リー 二 とデ ・シー カ

との 方法 は,モ ンタ ー ジ ュ を無 効 化 して ス ク リー ン上 に,現 実 の真 の連 続 性 を

移 させ る こ とを 目 ざ して い 幽 と述 べ て い る。 ネ オ ・リア リズ ム は,現 実 の 時

空 問 的 展 開(事 件)の 前 で は 「従 順 」 で あ ろ うと し,わ れ わ れ が現 実 に対 す る

の と同 じ関 係 を映 像 に保 持 す る こ と に よ っ て,い わ ば 「構 成 され な い」 映 像 に

よ っ て,現 実 と向 い合 い,そ れ を凝 視 しよ う とす る。 つ ま り,モ ン ター ジ ュ で

は な く,〈 シ ョ ッ ト=シ ー ク ェ ンス 〉,そ の現 実 性 こ そ が映 画 の本 質 と な る の

で あ る。

こ の よ うなバ ザ ンの 主 張 の 背 景 と して は,彼 も まず と りあ げ て い る よ うに,

い わ ゆ る ソ ヴ ィェ ト派 の モ ン ター ジ ュ理 論 を考 え な け れ ば な らな い 。 つ ま り,

た と えばS.エ イ ゼ ン シ ュ テイ ンの よ うに,モ ンタ ー ジュ が弁 証 法 的 な方 法 と し

て,シ ョ ッ ト自体 の もつ 映 像 の 内 容 的 意 味 が 否定 され,シ ョ ッ トと シ ョ ッ トの

「衝 突 」 に よ っ て新 た に生 れ 出 る意 味 を重 視 す る よ うな
,い い か えれ ば,シ ョ

ッ トを 「衝 突 」 の た め の 中 辛 的 な材 料 と考 え る よ うなモ ン ター ジ ュ の理 論 で あ
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る 。 さ らに,モ ン ター ジ ュ が あ ま りに も形 式 的 な映 画 の 文法 的 技 法 と して 考 え

られ,シ ョ ッ ト自 身 の映 像 の 内 容 的 な意 味,そ の 生 き生 きと した現 実 との 関 わ

り か ら生 れ る映 像 の豊 か さが 軽 視 され勝 ちで あ っ た こ とで あ る 。 し か しな が ら,

この よ う なモ ン ター ジ ュ理 論 の 限 界 につ い て は既 に様 々 に指 摘 され て い る と こ

ろの もの で あ る。 も ち ろ ん バ ザ ンは その よ うな モ ン ター ジ ュ だ けで は な く,一

『

般 に モ ン タ ー ジ ュ の傾 向 と して の,カ メ ラ によ っ て 「事 件 」 が 分 割 さ れ,分 折

され,再 構 成 され る こ と に よ る 「抽 象 化 」 を も,批 判 して い る。

確 か に,彼 の主 張 は,シ ョ ッ トの 内 容 の重 み,現 実 との 直 接 的 な生 き生 きと

した 関 わ り を内在 化 させ た単 一 の 映 像 の意 義 に わ れ わ れ の 眼 を向 け させ た と い

う意 味 で は非 常 に説 得 力 を も ち,多 くの 示 唆 を与 える もの で あ ろ う。 し か し,

全 体 と して映 画 の 本 質 を考 え る と き,彼 は,や は り一 面 的 に しか そ れ を捉 え て

い な い よ う に思 わ れ る。 シ ョッ トの 内 容 を重 視 す る意 義 は認 め な が ら も,〈 シ

ョ ッ ト=シ ー ク ェ ンス 〉 は,や は り作 品 全体 の 中で 位 置 づ け られ な けれ ば な ら

な い もの で あ っ て,従 来 の,モ ン ター ジ ュ だ け に よ る シ ー ク ェ ンス の 表 現 方 法

に さ ら につ け加 わ るべ く新 しい映 画 言 語 の 一 つ なの で あ り,モ ン ター ジ ュ に取

っ て換 るべ きも の で は な い 。

ネ オ ・リ ア リズ ム の,バ ザ ンの指 摘 す る よ うな,事 件 が 「カ メ ラ に よ っ て 襲 撃

され,分 割 され,分 折 さ れ,再 構 成 され る」 の を排 除 し,現 実 の連 続 性 を持 ち

込 も う とす る方法 は,そ の 歴 史 的,社 会 的 背 景 あ る い は そ れ と結 びつ い た 表 現

上 の 問 題 と無 関 係 に考 え る こ と はで きな い 。 そ れ は映 画 の 新 しい表 現 の在 り方

あ る い は,彼 の い う よ うな映 画 言 語 の 変 革 で は あ っ て も,そ こか らす ぐさ ま,

モ ン ター ジ ュ を排 除 す る一 般 的 な映 画 の 本 質 論 には結 びつ き難 い 。彼 は 「映 画

言 語 の進 化 」 の結 論 部 分 で 「こ の 生 まれ か わ っ た リ ア リズ ム は,モ ン タ ー ジュ

に よ る獲 得 物 を 完 全 に 除 去 す る ど こ ろ か,逆 に そ れ らに相 対 性 と一 っ の意 味 と

を与 えて い る。 つ ま り,モ ン ター ジ ュ に よ る抽 象 化 の 補 足 が使 用 可 能 に な るの

は,そ れ が映 像 の 増 大 した リア リズ ム に とっ て 役 に立 つ 場 合 の み に限 られ る。」
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と述 べ て い る よ う に,モ ン ター ジ ュ を 完 全 に は排 除 しない 。 わ れ わ れ は ,も ち

ろん モ ン タ ー ジ ュを 古 典的 理 論 の よ うに絶 対 化 す る こ とは ない が,し か し又,

「映 像 の増 大 した リァ リズ ム に と って 役 に立 っ 場 合
」 つ ま り 「あ ま りに 豊 富 な

現実 性 の 中 で の 避 け難 い 除 去 の た め の モ ン タ ー ジ ュ,単 に消 極 的 な意 味 で の モ

ンタ ー ジュ 」 に 限 定 す る こ と も な い 。 映 像 は ,基 本 的 に ま た全 体 的 に問 題 とす

る と き,バ ザ ンの い うよ う に,又 す で に指 摘 した よ うに,現 実 の 中 か ら何 か を

「あ ば き出 す 」 こ と も事 実 で あ り
,そ れ に よ って 独 自の ワ ン ・シ ョ ッ トが形 成

され る こ と も事 実 で あ る が,む しろ そ れ が結 合(モ ン ター ジ ュ)に よっ て全 体

の 中 に位 置 づ け られ,統 一 的 な構 成 が な さ れ る こ と に その本 質 が あ る と い え る

の で は な い だ ろ うか 。 あ ま り に も ワ ン ・シ ョ ッ トを重 視 す る こ と に よ っ て は
,

映 画 独特 の可 能 性 は展 開 さ れ ない だ ろ う。

4.結 語

映 像 は,ま ず 機 械 的 な過 程 を経 る こ とに よ っ て形 成 され る とい うこ と に,そ

の本 質 的 な問 題 の 出発 点 が あ る。 そ の機 械 性 の 中 に現 実 的 性 格 と非 現 実 的 性 格

が渾 然 一 体 と な って横 た わ っ て お り,主 観 的 な心理 学 的,状 況 的 支 配 か ら解 放

され る とい う意 味 で は客 観 的 で 非 現 実 的 で あ り,視 覚 的 な形 体 性 を(他 の い か

な る媒体 よ り も)忠 実 に保 持 し,動 き が そ れ を支 えて い る と い う意 昧 で は客 観

的 で現 実 的 で あ る。 この よ う な二 重 の現 実 的,非 現 実的 客 観 性 が映 像 の そ も そ

もの 出発 で あ っ た 。 す な わ ち シネ マ トグ ラ フ の映 像 で あ る。 しか し,そ れ が芸

術 と して何 ら か の精 神 的 活 動 の産 物 と な る た め には,そ こ に主 観的,能 動 的 な

創 造 の 契機 が介 在 し な けれ ば な ら な い 。 シ ョ ッ トは,シ ネ マ トグ ラ フ と して の

性 質 を 引 きず り な が ら,そ の よ う な意 識 的 な主 観 的 創 造 行 為 の結 果 と して 形 成

され た映 像 と して 成 立 す る。 っ ま り,こ こで は二 重 の意 味 で の 客 観 性 に ,さ ら

に,積 極 的 な主 観 性 が介 入 し,両 者 に基 礎 づ け られ た映 像 独 自 の 時 間 的 ,空 間

的 構 造 が形 成 され るの で あ る。 そ して,こ の よ うな シ ョ ッ トは,部 分 と して ,

.;



そ れ らの結 合 に規 定 性 を保 ちっ っ,あ る一 定 の主 観 的 な視 点 の 下 に全 体 へ と統

合 され る。

こ うして,全 体 と して の 統 一 的 な一 定 の秩 序 が 形成 され た映 像 の表 わす も の

を映 画 的 現 実 と呼 ぶ な らば,そ れ は,以 上 の よ う に常 に その 出発 か ら,客 観 性

と主 観 性,現 実 性 と非 現 実 性,部 分 と して の シ ョ ッ トの 映 像 と全 体 と して の 非

連 続 的 な映 像 とい う二 重 構 造 に本 質的 に支 え られ て成 辜 して い る とい え よ う。

そ して,そ の 基 盤 の 上 に,そ れ は独 自 の 時 間 的,空 間的 秩序 を構 成 して い るの

で あ る。
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