
33─　　─

01. まえおき

　美術評論家の東野英明は、アンディ・ウォーホルが実験映画『エンパイア』の映像を８時間
繰り返し映写し続ける意義を評して、ちょうどエリック・サティが一分前後のピアノ曲「ヴェ
クサシオン」を840回中断せず13時間38分繰り返すよう指示した演奏に似ていると指摘して
いる1）。また、東野はジョン・ケージが現代音楽について行った解釈をウォーホルの実験映画
に当て嵌めて『エンパイア』解読の手掛かりを掴もうとした2）。云わば、重厚な現代の文明に
向かって単調な礫をぶつけ風穴を開け、そこに深い意味を掴もうとする戦略は、エリック・サ
ティやジョン・ケージだけでなくウォーホルや寺山修司の実験映画にも求める事が出来る。
　先ず、ウォーホルも寺山も生立ちが他の家族と異なり父を幼い時に失い母子生活を続けた。
そのせいか、ダヴィッド・ボウドンはウォーホルのポスター「キャンベルスープ」を見て「子
宮」を表していると述べた3）。また、ウォーホルの考えには「死」のテーマが絶えずつきま
とっている（p. 25）。それにまた、ウォーホルは自分の絵画を「魔術」だとも言った（p. 26）。
しかも、ウォーホルは独自の「機械」論を持っていた（p. 37）。他にも、ウォーホルは実験映
画『スリープ』で８時間も同じ眠る男を撮り続けた（p. 40）。やがて、ウォーホルは、ジョナ
ス・メカスと出会い本格的に実験映画に取り組むことになった（p. 41）。ウォーホルは実験映
画のコンセプトで既成芸術の想像力を否定する（p. 23）。だが、ウォーホルが想像力を否定し
たのは、あくまでも既存の想像力の否定であって今までにない想像力の発見を目指していた。
その意味から言えば、寺山が考える想像力に近いことになる。
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　どんな鳥だって想像力より高く飛ぶことはできないだろう。（『邪宗門』）

　ウォーホルは現代アートに絶えず斬新な発見を求めコンセプチュアル・アート（Conceptual 

art）にも言及し（p. 128）、こうしてウォーホルは絶え間なく新しい世界を追求して、「鏡に自
分が見えますか」という質問に「いいえ」と答えたり（p. 350）、或いはウォーホルは好きな人
はという質問に「犬」と答えたり（p. 370）、そして、ディナーの相手はという問いに「テレ
ビ」と答えている（p. 371）。
　さて、アメリカの実験映画の移入史の繁栄は、第二次世界大戦中、戦火を避けて、ヨーロッ
パの前衛映画人の多くが、アメリカに渡ったことが切っ掛けとなった。やがて新しい映画人が
ニューヨークを軸にして映画制作活動に入り、最初の頃は新天地のニューヨークの前衛映画人
はヨーロッパの支流にすぎなかったが、やがて本家のヨーロッパに代わり、実験映画の本流へ
と急成長を遂げた。アダムス・シトニー編の『アメリカの実験映画』やウォーホルの『ポッピ
ズム』によると、メカスがアメリカで最初に実験映画を制作した経緯が記されている4）。また、
女優のウルトラ・ヴァイオレットが、フランスからウォーホルのファクトリーに移住し、
ウォーホルにダリを紹介したり、デュシャンを紹介したりした経緯があり、そうした時代背景
からアメリカ実験映画の隆盛の歴史を見る事が出来る。『ポッピズム』によると、ウォーホル
はメカスと会って実験映画を制作し（p. 63）また更にウォーホルの『日記』によるとウォーホ
ルはジョン・レノンやヨーコ・オノらと前衛芸術を通して異文化交流を続けた5）。やがて寺山
がアメリカに渡り、ウォーホルらのアメリカ映画や演劇との交流の機会が生まれていった。
　或いは、美術評論家の日向あき子は自著『アンディ・ウォーホル』の中で「アンディ・
ウォーホルは現代のシャーマンの再来」6）と述べている。シャーマンは魔術を使って宇宙と交
信している。更に、日向によれば、マーシャル・マクルーハンが『グーテンベルグの銀河系』
で予見したように7）、ウォーホルは、シャーマンのようにメディアを媒体にして宇宙と交信し
ていると述べた。現代でも、原始社会のシャーマンは世界各地の異文化社会には実在する。原
始の時代からシャーマンは一種の麻薬を使って入神状態に入り宇宙と交信した。マヤ文明では
エル・ドラード（黄金郷）があると信じられたが、シャーマンが麻薬で幻覚状態に入ると、ち
らちらと明滅する金の輝きから、黄金には特別な信仰の価値があったといわれる。しかも、マ
ヤ文明の人たちが用いた黄金はずっしりと中身のある黄金像ではなく、金細工師も驚嘆する限
りなく薄く引き延ばした金箔で覆われた像であった。マヤ文明の金箔は、ちらちらと明滅する
黄金の光を表そうとしている。だから、マルクスが述べたように、近代人が抱く「物神性」を
象徴した黄金への欲望に関しては、古代マヤ文明人と近代人との間には天界と俗界との違いが
あることを教えてくれる。
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　いっぽう、ウォーホルは、自分の工房をファクトリーと称し、室内の装飾を銀色で統一し、
メディアとしての宇宙パイロットやロケットを象徴した色で表し、しかも自らも銀色の鬘を
被ってトレイドマークにした。更にまたウォーホルは、前に述べたように自ら「機械」であり
たいと考えていたようだが8）、機械の表面を表した銀色の世界は、何処かしら古代マヤ人が憧
れた黄金郷と表裏一体を成しているように思われる。『僕の哲学』で、ウォーホルは、テープ
レコーダーと結婚している（p. 26）、と語っている。
　また、ウォーホルが描いたシルクスクリーン『マリリン』は、ぺらぺらで中身はなく、室内
の光線を落とし薄暗くすると、シルクスクリーンの『マリリン』の映像は消えてしまう。この
ように『マリリン』は見えるか見えないか儚い絵画であるために、フェルメールが描いた『デ
ルフトの眺望』から浮かび上がる光に満ちた色彩の分厚い質量感とは対極にある異質な世界で
ある。
　さて、ウォーホルが書いたエッセイ『僕の哲学』、『ポップイズム』、『日記』を読むと、現代
人の心の病と間接的な因果関係にある覚醒剤によって、若いアーティストたちや、殊に、ト
ルーマン・カポーティやテネシー・ウイリアムズの生命が空しく失われていく姿が記されてい
る。更に、『ポッピズム』では、ダンサーのフレディ・ハーコーが覚醒剤を常用してトランス
状態になり、窓から飛び降り自殺するに至る場面が描かれている。この描写は、ミルチャ・エ
リアーデが『シャーマニズム』に描いたシャーマンの修行と幾分重なって見える。また、フレ
ディの葬儀のときには会葬者は『チベットの死者の書』を朗読するが、これはシャーマンの死
と再生の儀式を想起させる。それにまた、寺山自身も独自に自家版『死者の書』を書いてい
る9）。
　ところで、先にも触れたがウォーホルと寺山修司の世界は、幾つかの点で類似性がある。
2008年劇作家の登り山美穂子氏は、『さらば映画よ』の名古屋公演で寺山が引用した夥しい数
の映画シーンをウォーホル的なコラージュ感覚で演出した。たとえば批評家のガイルズは
『ウォーホルの伝記パーティの後の孤独』で、ウォーホルには複製感覚があると述べている10）。
更に、萩原朔美氏は「ニューヨークの出来事」（『寺山修司研究』第３号）の中で、寺山が『マ
リリン』を購入したときのエピソードを書いている。だが、先に触れたように日向あき子は自
著『アンディ・ウォーホル』で、「ウォーホルは現代のシャーマン」と語っている。けれども、
本稿では、日向が書かなかった、ウォーホルと寺山との芸術やシャーマンの関係を論及するこ
とにする。
　また、ウォーホルがシルクスクリーンやアンダーグラウンドフィルムを制作したファクト
リーは、寺山が家出少年を使って実験演劇映画を制作した天井桟敷と好対照を成している。け
れども、イーディ・セジウィックの活動とカルメン・マキさんの活動と表面的に比較すること
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はある程度できるとしても、芸術活動として、ウォーホルとイーディとの関係を天井桟敷の関
係者に当て嵌めて見ることは軽々に論じることは出来ない。確かにウォーホルとジュリアの母
子関係と寺山とハツの母子関係はある程度似ているが、ウォーホルは寺山のように母胎への回
帰を詳しくエッセイに書いたり芸術作品に表したりはしていない。けれども、ウォーホルの場
合、自分が母のジュリアになりたかったのであり、若い娘のイーディになりたかったのであ
り、従って或る意味でウォーホルとイーディとの関係を通してピグマリオンのような役割を見
る事が出来るかもしれない。それから、ウォーホルは晩年になって、聖母子像の連作を際限な
く描き続けたのであるから、その点が寺山の母胎回帰と似ているのかもしれない。しかしなが
ら、寺山は、生涯一貫して女性を男性よりも逞しくて強い姿として描いている。少なくとも、
そこのところが二人のアーティストの思いが幾分異なっているところである。
　また、本稿では、寺山修司がウォーホルから影響を受けた実験映画フィルムを考察する。前
述したように、日向あき子は「アンディ・ウォーホルを現代のシャーマン」と論じている。け
れども、一方で、日向は寺山が『寺山修司演劇論集』で「俳優は現代のシャーマンだ」と述べ
たことについて何も論及していない。従って、本稿では、その点に焦点を当てその理由を解明
していく。また、日向はエリアーデの『シャーマニズム』を批評しているが、レヴィ=スト
ロースが『悲しき熱帯』に描いた「母胎への回帰」を殆ど論及していない。しかも、寺山と
ウォーホルは母子関係が濃密でありながら、日向はウォーホルと寺山の母子関係の相関性につ
いても殆ど論じていない。もしかしたら、その理由はウォーホルが寺山のように母子関係を俳
句や短歌や映画や演劇で繰り返し描いたようには語っていないからかもしれない。しかしなが
ら、ウォーホルが敬虔なカソリック教徒であり、晩年は聖母子像のイコンを曼陀羅の様に描き
続けたことは注目しなければならない。従ってそこから見えてくるのは、結局根っ子では、二
人が子宮回帰のコンセプトで繋がっているように思われる。そこで、ひとつの方法として、寺
山とウォーホルの間に鏡を置いて、二人のアートを相互補完しあっている場所に焦点を当て考
究することにする。そのきっかけになるのは、寺山がウォーホルから影響を受けたといわれる
実験映画『ヘアカット』であろう。本稿では、寺山が、ウォーホルから影響を受けたと思われ
る『ヘアカット』と寺山の実験映画や『書を捨てよ、町へ出よう』の散髪のシーンや『田園に
死す』の散髪台のシーンとの関連を比較しながら二人の実験映画を明らかにしていく。

02. ポッピズム：シルクスクリーンから実験映画フィルムへ

　アンディ・ウォーホルは、マリリン・モンローが1962年８月５日に亡くなった直後に、映
画『ナイアガラ』からモンローのスチール写真をシルクスクリーンに何枚も転写した。ウォー
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ホルは既にニューヨークの行きつけのレストラン ‘セレンビティ３’ でモンローと偶然出会っ
ていたかもしれない。だが、ウォーホルは多くの有名人毛沢東やエルビス・プレスリーらをシ
ルクスクリーンに転写した。しかも、モンローの被写体は、ウォーホルが夥しい数のキャンベ
ルスープ缶詰をコピーした時のように無機質で何の感情移入もしない作品であった。一方、モ
ンロー研究家の中田耕治氏はモンローの死の直後連載中だったモンロー論を中断し、急遽それ
までの論考を纏めて刊行したが、一部の批評家から「モンローに感傷的だ」と誤解された経緯
を述べている。それに対してウォーホルの反応の仕方は中田氏と対照的であった。もっとも、
注目しなければならないのはウォーホルがシルクスクリーンに使ったのも中田氏がモンロー論
を書くきっかけとなったのもモンローの映画『ナイアガラ』であった。しかるにガイルズは、
『ウォーホルの伝記』で映画『ナイアガラ』はマリリンの実像を映していないと批評している
（p. 188）。後に、ウォーホルは、ケネディが暗殺されたときジャクリーヌ夫人の喪服姿をシル
クスクリーンで描いたが、その時も、ガイルズによると、ウォーホルは、「人々がどうしてケ
ネディ暗殺事件であんなに大騒ぎするのか分からない」（p. 235）と反応したと述べている。そ
して、ガイルズは、その原因はウォーホルの病弱な幼年時代にさかのぼると指摘している。つ
まり、ウォーホルにとって幼いころ死への恐怖と同時にそれと相反するように映画スターモン
ローへの憧れがあったという（pp. 185‒6）。或いはまた、ウォーホルの『ポッピズム』による
と、ウォーホルの芸術と密接な関係があったフレディ・ハーコーが亡くなった時（p. 104）や、
イーディ・セジウィックが亡くなった時（p. 377）も、ウォーホルは殆ど感情を外に表さな
かったという。けれども、ウォーホルが『ポッピズム』の中で多くの頁を割いて、フレディや
イーディについて詳細に語っていることは見落としてはならない。更に『ポッピズム』の中
で、ウォーホルは、『チベットの死者の書』を朗読してフレディの死の追悼式を行った（p. 

108）と書いている。ガイルズは『ウォーホルの伝記』で、「ウォーホルがフレディの空中飛躍
を写真に撮っておけばよかった」（p. 254）とファクトリーの誰かが語ったと書いている。
　けれども一方で、『ポッピズム』の中で、ウォーホルは、メカスのためにイーディの出演作
の回顧展を開催したと記している（p. 155）。また更にウォーホルは、以下のように述べた。

　In the future everyone will be famous for fifteen minutes (p. 165)

　将来、誰でも15分間は有名になれるだろう。

　確かに、イーディは『タイム』や『ライフ』に写真が載った（p. 165）。だが、ガイルズは
『伝記』で「イーディは１年足らずで一生を生きてしまった」（p. 263）と述べている。それか
ら、イーディが次第に狂い始めた。後に、1983年になって『イーディ』の自伝が刊行された
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が、ウォーホルは『ウォーホルの日記』の中で「悪口が書かれた」と怒っている11）。因みにハ
ワード・スーンズの『ボブ・ディランの生涯』によると、少なくとも、モンローの芸歴と比べ
ると明らかだが、イーディはハリウッドへの手掛かりをボブ・ディランと模索するが、結局成
功しなかったという12）。だからイーディの失墜の原因はウォーホルだけの責任ではなかったの
である。さて、ガイルズは『伝記』でウォーホルの芸術をウイリアム・ホガースの絵に譬えて
高く評価している（p. 271）。更に、『ポッピズム』によると、やがて、イーディに代わってニ
コやヴィヴィが登場し（p. 184）、更にウルトラ・ヴァイオレットが加わった（p. 264）。そし
て、ニューマンはこの時代を総括して『フィルムコメント』を引用しながら、1960年代のイー
ディとウォーホルのアンダーグラウンドのポップ現象を1930年代のポニーとクライドのアン
ダーワールドの犯罪に比して論述している（p. 245）。また、ウォーホルは1967年カンヌ映画
祭にアンダーグラウンド映画として初めて『チェルシー・ガールズ』を出品した。殊に1968

年にはオカルトが流行った（p. 321）。やがてヴァレリー・ソラナスが現れ（p. 341）ウォーホ
ルを狙撃した（p. 343）。こうして、ファクトリーの時代に幕が下りることになる（p. 359）。
　ともかく、結局のところ、その後ウォーホルにしても亡くなる直前には、誰の付き添いもな
くひっそりと亡くなったのである。そもそも、ウォーホルは生身の人間よりも機械の方が好き
だと言ったり、生の人間よりも電話の方が好きだと言ったりした。実際、ウォーホルの『日
記』もテープレコーダーや電話で交わした音声を録音した会話をトランスクライブして書かれ
た本である。ところで、ウォーホルは『マリリン』を制作したがそのモデルのモンローも電話
魔であった。アンソニー・ソマーズは『マリリン・モンローの真実』で、モンローが電話魔で
生身の人間と話すよりもそれ以上に電話で他人と話したと書いている。言い換えれば、モン
ローは傍に話す生人間の相手が居なくなると孤独に陥り絶えず電話したのであり、精神科医
は、ここにモンローの自殺願望を読み取っている13）。だが、このモンローの電話魔とウォーホ
ルの電話魔には、どこか共通した類似点がみられる。ただし、二人の電話魔が幾分異なるの
は、ウォーホルの電話内容とモンローの電話内容であろう。モンローはジャン・コクトーのド
ラマ『人間の声』を連想させる。いずれにしても、ウォーホルはモンローの写真だけでなく、
電話魔や声音さえもコピーしようとした（p. 111）。またある意味では、モンローもウォーホル
の電話魔も現代流行の携帯小説の先駆を成したとみてもいいかも知れない。いっぽうウォーホ
ルの『日記』をトランスクライブし編集したハケットは、「ウォーホルの『日記』は部分的に
は意味を成さないかもしれないが、『日記』を全て読めば、ウォーホルの人物像が分かるはず
だ」と述べている。

　… the diaries should be read in sequence. (p. xxiv)
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　言い換えれば、ハケットは、ウォーホルの『日記』全体を読めば分かるように編集している
ので、信憑性に欠けるという批判的な批評がある。ともかく、ウォーホルが突然亡くなったの
で何のために電話録音を記録として残したのか、或いはウォーホルが死んだあとに残された膨
大な録音テープを如何するつもりだったのか不明であった。また、ウォーホルは、書物ばかり
でなく、映画に間接的に関与するだけで、シルクスクリーンさえも、助手のジェラード・マラ
ンガが刷るのをウォーホルはその場所に立ち会っただけであり、自分は関与していないと述べ
ている。ガイルズが『伝記』で述べているように、ウォーホルのアートは、芸術家個人の制作
というスタンスが消滅してしまい、従って、客観的に見てウォーホルが工房（ファクトリー）
の一部に過ぎなくなると意識していたとすれば、ウォーホル自身も工房（ファクトリー）とい
う機械の一部にすぎないと広言していたことと関連があったのかもしれない。ジェラードがア
ンディ・ウォーホルについて次のように述べている。

　The secret to Andy’s success was his own self-effacement (p. 199)

　アンディの成功の秘密は自分自身を消滅させたことである。

　つまり、ウォーホルは『ポッピズム』の中で自分はファクトリーという工房に居たが、共同
作業を行っていた傍観者にすぎなかったと言わんばかりである。しかし、この遣り方は、演劇
のアンサンブルの概念と幾分似ている。また、個を捨て集団で芸術を創造するというのは、ブ
レヒトのベルリーナアンサンブルのメソードを思い出すが、もしかしたら、ウォーホルも、自
分がファクトリーの一部として共同で仕事をしているという観念があったのかもしれない。む
ろん、ブレヒトが共産圏へ行って、自分のドラマを自由に作れず党に従って上演することに抵
抗があったと言われる。けれども、ウォーホルの場合は、もしかしたらアンサンブルで仕事を
制作することが自分の性格には合っていると思ったのかもしれない。この一面を見逃すと、
ウォーホルがモンローやケネディやフレディやイーディの死に感情過多にならず非情とも思わ
れるほどの無関心さで作業を続けた意味は分からなくなる。従って、やはり、ウォーホルの発
言から見えてくるアートはブレヒトの異化効果と幾分似ているとも解釈できるかもしれない。
日向あき子は、次のようにウォーホルの言葉を引用している。

　ブレヒトは、誰もが同じように考えたらいいのだと言ったそうだ（p. 195）。

　この点を考慮すると、ウォーホルは、フレディやイーディのように相手が特異な才能がある
ことが分かっていても、覚醒剤に溺れ身を崩して集団作業に支障をきたした彼らを排除したの
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はウォーホルが必ずしも冷酷だったからだとはいえない。とは言うものの、ウォーホルは、ア
ンサンブルとは対極にあったモンローやイーディの弱さや弱点を憎み避けたけれども、反面夥
しい『マリリン』やイーディの未完の膨大なフィルムを残した。恐らく、ウォーホルにとっ
て、『マリリン』やイーディの未完のフィルムは、やはりウォーホルの理想の女性を表してお
り、ウォーホルは彼女らを造型したピグマリオンとしての役割を果たしたのであろう。ところ
でバーナード・ショーが劇作した『ピグマリオン』では、イライザはヒギンズによって改造さ
れた人形（＝ロボット）となった。モンローがシルクスクリーンに転写され改造された映像は
このピグマリオンが造形した人形に似ている。ウォーホルは、スクリーンのモンローにしか興
味がなかったと思われる。だから恐らくウォーホルにとって、イーディもまた、ちょうど、ビ
リー・ワイルダー監督が映画カメラで映しラッシュでみたモンローのようだったに違いない。
つまりビリー・ワイルダーが言うように、ロケ中のモンローは麻薬中毒に侵されパラノイアで
心を病んだ女優であった。或いは、モーリス・ゾロトフの『ビリー・ワイルダー イン・ハリ
ウッド』によると、ワイルダーは映画のラッシュに映ったモンローを愛したが、麻薬中毒に侵
されたモンローの日常を憎んだようだ14）。ウォーホルも、麻薬中毒に侵されたイーディを嫌
い、イーディがファクトリーから一年後には出て行ったときウォーホルはイーディを探し求め
ようとしなかったようだ。
　さて、ウォーホルの映画でも最高傑作のひとつだと評価されているのは『チェルシー・ガー
ルズ』だが、スクリーンに二つの画面を繋げアットランダムに映写しただけで殆ど意味がな
い。或いは、例えば、ガイルズの『伝記』によれば、ウォーホルの映画が特異なのは、ビ
リー・ワイルダーのナンセンスなコメディー映画とは対照的であって、フェリーニ風であった
からだという（p. 281）。また、絵画でいえば、ウォーホルの『マリリン』はマルセル・デュ
シャンのような芸術作品の痕跡を少しも残さず、殆ど芸術的な意味を削いだコピーにすぎない
と評された。ガイルズによるとウォーホルは美大生の頃からデュシャンの影響を受けたが、
デュシャンよりも徹底して既製の芸術性を削いだ（p. 224）。従って、ウォーホルのシルクスク
リーンの『マリリン』が新しい芸術とみなされるには時間がかかり、なかなかスキャンダル性
を拭いきれなかったという。
　また、ビリー・ワイルダー監督の映画に出演しているモンローは、ワイルダーのナンセンス
なコメディー映画の中でも群を抜いていたという。しかし、ウォーホルの『マリリン』は一見
するとモンローの同じ写真の被写体をコピーして機械的にシルクスクリーンとして並べただけ
過ぎないように見える。
　ところが見方を変えるとウォーホルがモンローの写真をシルクスクリーンに転写した作品
『マリリン』やホテルの二部屋の窓をアットランダムにスクリーンに映写し続けた実験映画
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『チェルシー・ガールズ』は、ウォーホル独自の芸術を考えるときにかなり重要である。とい
うのはガイルズが述べているように、ウォーホルの『マリリン』と『チェルシー・ガールズ』
とは、デュシャンがモナリザに髭を描いたり『泉』と題して便器を展覧会場に陳列したりした
芸術作品とかなり好対照をなしており、しかもデュシャンの影響が幾分みられるとしても、究
極的にはデュシャンが求めた芸術性さえも消去したところにインパクトがある（p. 166）。
　さて、一見モンローとチェルシー・ホテルとは何の関係もないように見えるが、ガイルズに
よれば、チェルシー・ホテルはモンローの三番目の夫であったアーサー・ミラーがしばしば宿
泊したホテルの名前であった（p. 296）15）。つまり、ウォーホルの代表作となった『マリリン』
や『チェルシー・ガールズ』は、1960年代のアメリカ芸術文化の象徴として縮図となってい
たのである。
　1960年代のアメリカ生活の内実を知らない人にとっては、エジプト古代文明のミイラやマ
ヤ文明の遺跡と同じように、チェルシー・ホテルは馴染みのない対象にすぎない。ところがエ
ジプト文明やマヤ文明に隠れている未知の世界が古代研究によってそれまで隠れていた部分が
少しずつ明らかになっていくような具合に、ウォーホルの『マリリン』や『チェルシー・ガー
ルズ』は、最初は一見スフィンクスの謎のような趣を与えるが、ウォーホルの『日記』や
『ポッピズム』や伝記『マリリン・モンローの真実』や『マリリン・モンローの生涯』を調べ
ていくうちに、遂に『マリリン』や『チェルシー・ガールズ』の現実世界の全貌が見えてくる
ようになる。
　だが、ウォーホル関連の文献を調べウォーホルが造形した『マリリン』や『チェルシー・
ガールズ』の謎解きをすると、その結果それらはウォーホルの『マリリン』や『チェルシー・
ガールズ』とは別物になってしまうかもしれない。確かに、ウォーホルの顔はスフィンクスの
顔のようであり謎めいていると言われるが、ウォーホルの顔とスフィンクスの顔が違うのは
「ウォーホルの顔には中身がなく空洞だ」16）と言われるように、ウォーホルのアートは被膜のよ
うに極薄いベールで覆われているからである。
　一方、モンローの詳細な自伝が明らかになり、アーサー・ミラーがチェルシー・ホテルに宿
泊していた生活が明らかになるに従い、ウォーホルが生きたニューヨークの生活も明らかに
なってきた。すると忽ち偶然が必然に変わる瞬間が生じた。例えば、モナリザの髭は既にシェ
イクスピアの『ベニスの商人』に登場する男装したポーシャの髭にも見られたし、便器の尿の
化学作用が生み出す芸術作品も登場した。
　さて、翻ってみるとリュミエールの映画は、短い期間であったが映画が発明された当時人々
を驚愕させた。そこで、メカスはウォーホルがシルクスクリーンの『マリリン』や映画『チェ
ルシー・ガールズ』で、人々をあっと言わせたのもリュミエールと狙いは同じだと見ている。
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しかしながら、ウォーホルはリュミエールと同じように人々をあっと驚かせて一回生の妙味を
蘇らせただけではない。つまり、ウォーホルは、リュミエールと同じワンショット・ワンシー
ンを繰り返しただけではない。というのは、ウォーホルはエリック・サティの「ヴェクサシオ
ン」のような単調な繰り返しから驚愕を更新する映画作りを模索したからである。一方で
ウォーホルは複雑な映画手法を使って映画『バッド』や『ヒート』を作るけれども、ジョン・
ケージの音楽に暗示を受けた鮮烈でインパクトのある映画『エンピア』を作って、商業映画に
はない実験映画を産み出したことも事実である。
　リュミエールは世界初という映画の珍しさに頼ってしまい、さらなる映画の実験を考えな
かった。ウォーホルは、リュミエールと違って技術革新によるモンタージュ映画の時代にいた
ので、劇場映画と芸術作品的な映画の両方を比較できた。その結果、ウォーホルは、技術革新
だけに頼るのではなく、リュミエールが捨てた、ワンショット・ワンシーンの実験映画に斬新
なアートを見つけだしたのである。
　元々、ウォーホルは、同じ絵を繰り返し繰り返し描き続けていた。また、映画でもカメラを
移動せず、固定して映写したが、その方法は、ウォーホル自身の画法にも似ていた。だが、わ
たしたちが同じ絵画を繰り返し何度もよく見ると、つまり、ジョン・ケージの音楽のようにそ
れまで聴き落していた無声映画に音が聞こえてきたりする。或いは、ウォーホルは、同じモン
ローを描き続けたが、その作業は、同じシーンを繰り返し撮る実験映画と似ている。ここに
は、商業映画と異なって、映画という媒体を使って、新たな芸術作品としての絵や彫刻するの
と同じ手法がみられた。
　ウォーホルは『チェルシー・ガールズ』でチェルシー・ホテルの部屋を二つの画面にくっ付
けて一つのスクリーンで撮り続けたが、この映写法は、モンドリアンが、同じキャンバスの上
に同じ風景をそれぞれ塗り潰しては何度も繰り返し描き続け、ついに、新造形主義にいたる作
業とどこかしら似ている。
　ウォーホルが、シルクスクリーンの『マリリン』や映画『チェルシー・ガールズ』で、
ニューヨークの現実生活を異化する手法は、幾分ブレヒトの異化効果を思い出させる。また、
かつてウォーホルが演劇に関心がありブレヒトの芝居上演に関わったことは、ウォーホルの反
復の原点と関わりがあるように思われる。確かにブレヒトが、劇で人間性を殺してまで資本主
義社会を異化し、判で押したように社会主義体制を実現しようとしたようだ。そして、今度は
ウォーホルが、それと同じことを、人間の感情を全く殺してしまいアメリカ資本主義制度を異
化し、シルクスクリーンや映画で実現しようとしたとみることができるのである。
　或いはまた、ブレヒトが『三文オペラ』でアウトローがロンドン・ソフォーを支配した状況
を社会主義理論で異化して舞台化したのと異なって、或いは、また、オルグレインが『黄金の
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腕』で1930年代にアル・カポネが麻薬でシカゴを支配した時代とも異なり、今度は、ウォー
ホルが、そうした1930年代の社会状況をひっくりかえして、『マリリン』や映画『チェルシー・
ガールズ』を制作することによって、いわゆる、1960年代にマフィアが麻薬でアメリカ全土
を支配した状況を、ポップカルチャーによって異化して描こうという姿勢が見える。
　1960年代のポップカルチャーの世界では、ロイ・リクテンシュタールがマンガを使ってポッ
プカルチャーをアートに昇華し続けた。だが、ガイルズの『伝記』によると、ウォーホルは、
シルクスクリーンを使って古典的な方法で新しい芸術を生み出したにもかかわらず、途中で止
めてしまい、実験映画に転向して、ロイ・リクテンシュタールのように自分の芸術を推し進め
なかったといわれる（p. 216）。
　確かに、ウォーホルがシルクスクリーンで開発した新しい芸術を途中で終えてしまって、実
験映画に転身したことは、リクテンシュタインが成し遂げた芸術の完成度に比較して未完成の
感がぬぐえない。だが、ウォーホルは、リクテンシュタインのように自分の作品を既存の芸術
観にまでわざわざ高めようとはしなかったのである。
　それにまた、ウォーホルが制作したシルクスクリーンの『マリリン』と実験映画『チェル
シー・ガールズ』には、密接な繋がりがある。
　エジプト古代文明のミイラやマヤ文明の遺跡は、生の古代社会を現さず、それらの痕跡を辛
うじてその薄い被膜に留めているにすぎない。一方、ウォーホルも、またシルクスクリーンの
『マリリン』や実験映画『チェルシー・ガールズ』だけでなく、レオナルド・ダビンチの『最
後の晩餐』をシルクスクリーンに転写した作品も辛うじてその薄い被膜に留めたにすぎないの
かもしれない。だが、次いで、オリジナルのモンローやチェルシー・ホテルやレオナルド・ダ
ビンチの『最後の晩餐』を比較して見ていると、やがて奇妙な逆転が起こる。というのは、現
在、生のマリリン・モンローもチェルシー・ホテルも『最後の晩餐』も失われてしまい、従っ
て現物はこの世には全く存在しない。その結果、現物に代わってウォーホルの実験映画『チェ
ルシー・ガールズ』やレオナルド・ダビンチの『最後の晩餐』をコピーしたシルクスクリーン
が新たなアートとなって定着することになった。しかも一度、このウォーホルのポップアート
を受け入れると、その途端に、眼が新たな世界に馴染んでしまいウォーホルのポップアートの
中で新しく生活出来るようになる。
　今日では、ポップアートの影響が遠因にあるせいなのか、携帯小説が現れてくると、今度は
忽ち反対に「1960年代の寺山修司や唐十郎のアングラ演劇は饒舌でありすぎる」と批判され
るようにさえなった。けれども、この種の批判は、元をただせば、ウォーホルのポッピズムの
焼き直しのように思われる。というのは、昨今、「森鴎外や夏目漱石は難しくて読めないが、
太宰治の小説は読みやすい」という批評もあるが、この批判もどことなくウォーホルのポッピ
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ズムの二番煎じのように思われてくるからである。
　それだけではない。鴻上尚司氏のドラマ『恋愛事件』では、リアリズム演劇や『新劇』に比
べると台詞や所作が軽薄であり、殆ど「ぺらぺら」で「ひらひら」な台詞のやり取りで舞台が
覆われている。しかし、鴻上氏の軽薄な台詞や所作に一度感染して、いわゆるウォーホル中毒
症状を起こすと、ぺらぺらな会話やひらひらな動きの世界が堪らなくリアル染みて来る。この
言語感覚も、実は、ウォーホルのポッピズムの焼き直しに思われてきてしまうから不思議であ
る。
　かつて18世紀にマルクスが『資本論』によって人間の尊厳を一個の労働力に還元したとき
人間の尊厳はマヤ文明のエルドラード（黄金郷）のように失われてしまった。更に、今度は
ウォーホルのポッピズムが現れるとちょうどマクルーハンが『グーテンベルクの銀河系』で象
徴したようにコンピューター革命のもたらした所産となって人間の尊厳を極薄の被膜に変えて
しまった。それに『僕の哲学』の解説によると更に人間は労働力から電波に変わって更に、
いっそう「ぺらぺら」で「ひらひら」17）になってしまったかのようなのである。

03. アンディ・ウォーホルの実験映画フィルム

　ウォーホルの母ジュリアはチェコからの移民だったので、アメリカへ移民したとき、チェコ
語と英語を混ぜて話したという。また、『ポッピズム』によると、メカスはリトアニア人なの
で英語を使って書物を書くよりも映画で表した方が表現し易いと考えたようだ（p. 62）。或い
は、ウォーホルがデザインや映画や録音テープを使って自分の考えを表現したのも、メカスと
似た動機があったからかもしれない。また、ウォーホルがインタビューで質問にあまり答えな
かったり話さなかったりしたのは、スピーチよりもデザインや映画や録音テープを通して自分
のプリミティブでアヴァンギャルドなアートを理解してほしいと考えたからかもしれない。
　さて、日向あき子は『アンディ・ウォーホル』で、ウォーホルが「映画制作をする動機」を
尋ねられたとき、「映画はカメラをスイッチ・オンにすれば、自動的に映画作品を撮ってくれ
るから、絵の制作よりも簡単だ」と答えたという（p. 198）。これは裏を返せば、映画で15分
間人間を撮影し続ければ、誰でも15分間有名人になれることを意味しているかもしれない。
確かに、美術館に展示されている無数の肖像画を一枚一枚15分も見る人はまれであろう。そ
れに、映画は一秒間に24コマある写真を高速度に回転することによって、本来は静止画であ
る筈なのだが、人間の目の錯覚によって、動いているように見える。しかも、映画は、画家が
何年もかけて描いた一枚の絵画を、ほんの1/24秒以上の速度で撮ってしまう。ところが、
ウォーホルは、再び、映画を静止画に戻すかのように、同じシーンを繰り返し繰り返し映写し
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続けた。そしてウォーホルは映画の裏側に極薄の被膜のように隠れていたアートを探りあてよ
うとした。
　また、ウォーホルは外部に馴染めず内に籠る性格であったので、そこで生身を隠してしま
い、機械の一部に成りたいと言ったのであり、またウォーホルの『僕の哲学』の中では、テー
プレコーダーと結婚した（p. 26）と言ったのも、結局、ウォーホルが外部に打ち解けられない
性格だったからではないだろうか。『僕の哲学』の中で、ウォーホルは次のように言っている。

　アンディは自分がなりたいもの──機械──になった。彼は人々の身に起こる悲惨な出来事
を淡々とテープレコーダーに記録する機械だった（p. 26）。

　更にウォーホルは他人に身体の一部に触られると悲鳴を上げたという。或いはウォーホルが
自閉症のような症状を呈したのは幼少から病弱で貧しい苦学生であったことと関係してくるか
もしれない。ガイルズは『伝記』でウォーホルのような自閉症の性格を、コリン・ウイルソン
が『アウトサイダー』で描いたアウトサイダーに見出そうという興味深い指摘をしている（pp. 

120‒121）18）。つまり、ガイルズはウォーホルをアウトサイダーだと述べている（p. 121）。しか
も、ガイルズによると、先に述べたように「ウォーホルは自分を消去する」と指摘している。
けれども、もしもガイルズがコリン・ウイルソンの『アウトサイダー』を引用するのであれ
ば、ウイルソンの『オカルト』も引用すべきであった。というのは既に日向あき子が指摘した
ように、ウォーホルの自我の消去はエリアーデが論じるシャーマンに近いからである。それ
に、シャーマンは孤独である。
　ともかく、ウォーホルは自分の意見を主張するよりも、他の人の意見を具象化しデザインし
た。こうして、他人のアイディアに身を隠し、他人のコンセプトで出来上がった作品を制作し
た。ウォーホルはシルクスクリーンの『マリリン』もジェラードが殆ど制作したものだと断言
したり、キャンベルスープ缶詰のレッテルをデザイン化したのも他人のアイデアから生まれた
ものだと言ったりした。ウォーホルはインタビューを受けても一緒に居る仲間に質問を振り替
えてしまって自分では殆ど答えなかった。絵のサインもウォーホルの母親ジュリアが書いた
り、贋作が出回ってもさほど驚きはしなかった。極端な例は、講演を頼まれると、ウォーホル
の体形に似た仲間がウォーホルのトレイドマークであった白の鬘と黒の革ジャンパーを身につ
けて身代わりを演じた。しかも講演中にウォーホルの偽物だということが分かっても素直に謝
罪した。或いは、ウォーホルは母親を真似たり、イーディと同じ出で立ちをしたり、更に、母
親やイーディに同化しようとさえした。ウォーホルが自分を消そうとする行為は、中身を消し
て外観だけになってしまおうという願望の現れであった。またウォーホルは演劇に関心を持っ
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たのは、自分ではなく他者になることが出来るからだったかもしれない。ところで、コリン・
ウイルソンはアウトサイダーの典型としてバーナード・ショーを挙げている。ショーは、自分
を「パブリック・ショー」と「プライベイト・ショー」に別け、「パブリック・ショー」の仮
面によって「プライベイト・ショー」の自分自身を隠したという。ウォーホルは、いつも自分
の周りに美男美女を侍らせて醜い自分自身の姿を目立たなくしたり、鼻の整形手術をしたり、
鬘を被ったり、サングラスを掛けたりして醜い容貌を隠した。また、前述したようにシルクス
クリーンの『マリリン』も照明の加減で見えなくなってしまう仕掛けがある。こうしてみる
と、ウォーホルには変身願望が根底にあったのかもしれない。いっぽう寺山も『さらば映画
よ』でスクリーンは死んだ人の格好の隠れ家だと言っている。従って、ウォーホルも最初シル
クスクリーンに死のイメージを追い求め続けたが、やがて誰もが死ななければならない運命か
らの隠れ家として、変身願望、他者として復活したいという願望をスクリーンに表したのかも
しれない。

04. トルーマン・カポーティ

　ウォーホルの『日記』には、ウォーホルとカポーティとの交流が頻繁に出てくる。カポー
ティが『ティファニーで朝食を』で描いたホリーのモデルは、1960年代のニューヨークに生
活する若い女性たちであった。ジェラルド・クラークの『カポーティの伝記』によると、実
際、カポーティは『ティファニーで朝食を』が映画化されるときホリー役をマリリン・モン
ローに演じさせたいと考えていた19）。というのは、実は、かつて、カポーティは1954年ジョ
ン・ヒューストン監督からモンローを紹介されたからだ。だがホリー役はオードリー・ヘップ
バーンに決まってしまった。ともかく、元々カポーティ自身が女性的だったから、彼自身がホ
リーに一番近いモデルであったわけである。それにまた、ウォーホルは、マリリン・モンロー
が亡くなった時に、シルクスクリーンに『マリリン』を転写したのである。だから、もしも仮
に、ウォーホルのファクトリーでモデルであったイーディ・セジウィックがモンローの面影を
幾分か映していたとすれば、それでイーディがホリーの面影を反映していたとしても少しもお
かしくないことにもなる。となると、カポーティが『ティファニーで朝食を』で描いたホリー
のモデルの一人がイーディであったと仮定することも可能であった20）。ウォーホルがグラ
フィックデザイナーの駆け出しの頃、若くて流行作家のカポーティが書く小説の挿絵画家にな
りたいと憧れていたから、今度は著名人となったウォーホルが若い素人同然のイーディを見て
憧れの女性ホリーのイメージと重なっていったとしても不思議ではなかった。こうしてウォー
ホルにとって、ホリーはイーディとなり、イーディはウォーホルがピグマリオンとして生み出
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したホリーに変身する。ジーン・スタインによると、『イーディ’60年代のヒロイン』の中で、
結果的に、ある意味で、イーディはウォーホルでもあるのだから両性具有になると指摘してい
る21）。実際、先に触れたようにウォーホルは、カポーティの小説の挿絵画家になろうとして、
カポーティにファンレターを書き、カポーティの自宅の周りをうろつきまわりカポーティの母
親を苛立たせたというエピソードがある。
　ちょうど、ウォーホルとイーディはシェイクスピアの『十二夜』に出てくるセヴァスチャン
とヴァイオラの双子兄妹のようであり、しかもヴァイオラが男装のセザーリオとなってこの双
子兄妹が両性具有を表しているのとパラレルになっているのが分かる。こうしてみるとウォー
ホルが少年の頃母親になりたいと思ったり、更に成人してからイーディになりたいと思ったり
した願望にはウォーホル自身が女性になりたいという願望を表していたからかもしれない。
　また、イーディ自身も、ウォーホルの外見を模倣したといわれる。ウォーホルは銀色の鬘に
黒の革ジャンパー姿をトレイドマークにしていた。ウォーホルは、自分の革ジャンパーはマー
ロン・ブランドのコピーであり、ジェームス・ディーンのコピーとも言ったが、イーディも
ウォーホルのスタイルをコピーした。二人はよく一緒にいたが、遠くからイーディとウォーホ
ルを見ると二人の区別がつかなかったという。もしかしたら、ウォーホルは、イーディを自分
の化身のように考えていたのかもしれない。だから、ウォーホルは、『ティファニーで朝食を』
を読んだとき、ホリーが、ウォーホルの化身であったイーディに重なったのかもしれない。つ
まり、かつて、ウォーホルがカポーティを追いかけた自分の姿とイーディの姿が重なったのか
もしれないのである。
　カポーティの初期の小説『遠い声　遠い部屋』は、エドガー・アラン・ポーのスタイルが読
みとれるが、失われた少年の頃の時間を想起する試みは、カポーティが目標にしたプルースト
の『失われたときを求めて』に描かれた少年の瑞瑞しいイマジネーションに溢れているといわ
れる。また、ウォーホルは、幼い時に失った父の面影を『遠い声　遠い部屋』に求める事がで
きるともいわれる。
　さてクラークの『カポーティの伝記』によるとカポーティはプルーストの『失われた時を求
めて』に匹敵する小説を書こうとしていたという（p. 275）。だからカポーティの小説のうち
『冷血』は『ボヴァリー夫人』に譬えられるならば、カポーティの『叶えられた祈り』は、プ
ルーストの『失われた時を求めて』に発展する予定だったといわれる。ちょうど、プルースト
の『ジャン・サントゥイーュ』を含む一連の作品が『失われたときを求めて』のエチュードで
あったように、カポーティが書いた未完の『叶えられた祈り』はアメリカ社交界を現した『失
われたときを求めて』として完結されるはずであった。実際プルーストの『失われたときを求
めて』にしても最終稿ではなかった。プルーストは40代の時に『失われたときを求めて』の
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結末にあたる『見出されたとき』の構想を得てから冒頭の『コンブレー』を書き始めたので
あった。だからカポーティの『叶えられた祈り』はプルーストの『見出されたとき』に匹敵す
るロマンであると思われるのである。
　ウォーホルは『日記』の中でカポーティにウォーホル自身の執筆スタイルを説明し、カポー
ティを励ました。ウォーホルはテープレコーダーで自分のスピーチを録音したり、或いは電話
で秘書のパット・ハケットが自分のスピーチを記録し録音したりした。ウォーホルの電話録音
を転写したハケットは『日記』だけでなく『ポッピズム』やシナリオ『バッド』を執筆した。
『僕の哲学』も録音から転写された書物であるようだ（p. 94）。プルーストにも『失われたとき
を求めて』の口述筆記者セレスト・アルバレがいて重要な役割をした。ハケットはこの口述筆
記者に相当する。因みに太宰治の小説も津島美智子が口述筆記して書かれた。ところでカポー
ティは日本に旅行したとき太宰の小説に興味を持っていると述べた。或いは、これはカポー
ティがウォーホルの口述筆記に関心があったことと関係があるかもしれない。それに、太宰は
薬毒中毒にかかり、しかも無頼派であったから、カポーティは太宰の小説に『ヴィヨンの妻』
に惹かれたのかもしれない。つまり、カポーティはフランク・ヴィヨンに関心があり、自作の
『冷血』の冒頭にもヴィヨンの詩を引用している22）。
　『冷血』のラストシーンでは絞首刑の場面が描かれている。『冷血』は実際に起こった事件が
ルポルタージュ・スタイルで描かれているが、『冷血』の冒頭のヴィヨンの詩を思い起こせば、
『冷血』が単なるノンフィクションではないことが分かる。
　さて、ウォーホルは最初「死」をテーマにした『マリリン』や『電気椅子』をシルクスク
リーンに描き続けた。いっぽうカポーティは『冷血』の中で電気椅子ではなく絞首刑として死
刑を描いた。だが、『冷血』はやはり、ヴィヨン以来ブレヒトの『三文オペラ』に至る文学の
伝統を踏まえたものと読みとれる。さて、病弱なウォーホルの場合、死は幼い頃から身近に
あった。だから、「死」を象徴している『電気椅子』に魅入られるようにしてシルクスクリー
ンに描いたのかもしれなかった。
　若い頃ウォーホルはカポーティのファンであった。だからウォーホルはカポーティが書いた
小説の挿絵を描きたいと望んでいた。このウォーホルとカポーティの関係は画家のオーブリ
イ・ビアズレーと作家のオスカー・ワイルドとの関係を思わせる。またウォーホルはマチスや
ピカソのようなタッチやコラージュで絵を描きたいと考えていた。さて、クラークの『伝記』
によると、カポーティは、『叶えられた祈り』の中で、テネシー・ウイリアムズを思わせる登
場人物を辛辣に描写している（p. 489）。『叶えられた祈り』は未完の小説なので速断はできな
いが、元々、カポーティがプルーストの『失われた時を求めて』に匹敵する小説を書こうとし
ていた。だから、クラークが『伝記』の中で例にひいているように、元来プルーストの描写が
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「非情なまでの批判的な研究」であり辛辣でもあったのだから、カポーティの人物描写が個人
の私生活を単に暴露した小説にすぎなかったと見るのには抵抗がある（p. 470）。かつて、アン
ドレ・ジッドがプルーストのレオニ叔母さんの描写が大げさだと評して『失われた時を求め
て』をガリマール社から出版しなかった経緯を考えていくと、一概に『叶えられた祈り』の評
価が不評であったからといって駄作だということにはならない。
　また、クラークが『伝記』の中で、カポーティは、晩年、『失われた時を求めて』と格闘し
たが、結局、『叶えられた祈り』は断片にすぎず、晩年は作品に恵まれないまま、禿頭となり
肥満で麻薬中毒に侵されていたと述べている（p. 491）。このようにみてくると、カポーティ
は、ウォーホルとの地位が、後年逆転したと見えるかもしれない。しかし、『失われたときを
求めて』に出てくるシャルリュス男爵がサロンの中心人物から最後に身体の自由が利かない老
残の身をさらすのと似て、同じように、アメリカ文学界の寵児であったカポーティが薬物漬け
になり転落して死地に赴く姿には、或る意味で、晩年のワイルドとも似た姿と重なって見えて
くるのである。実際或る意味でカポーティがプルーストよりも壮絶な人生を送りながら、その
体験を、薬物中毒を克服して、正気に戻って書けなかったことは残念であったろう。一方、
ウォーホルは、チェコ移民の病弱で貧乏苦学生から、遂には、晩年には、名声がカポーティと
逆転して、アメリカ社交界の寵児の栄光を昇りつめていった。
　けれどもウォーホルにしても凶弾に倒れ九死に一生を得て晩年を送ったことも忘れてはなら
ない。カポーティは『遠い部屋、遠い声』や『ティファニーで朝食を』や『冷血』で文壇の頂
点に登り詰めたが晩年は作品に恵まれずしかもライフワークの『叶えられた祈り』は未完に終
わってしまった。ウォーホルが『日記』の中で若い頃カポーティに憧れたがその後若さも作品
の勢いも衰弱したカポーティを痛烈に批判したのは手厳しい。だが先に触れたようにウォーホ
ルにしても銃弾に倒れながらも辛うじて死を免れた身だったのだからカポーティの態度に苛立
ちを覚えたのかもしれない。1984年の『日記』でウォーホルはカポーティの死を記述してい
る（p. 755）。更に1985年12月22日の『日記』ではウォーホルはカポーティが書こうとして録
音した芝居のテープを見つけ聞き直すがそのテープではウォーホルばかりが喋っていて、肝心
のカポーティの声が殆ど録音されてはいなくて役に立たなかったと回想している（p. 888）。

05. テネシー・ウイリアム

　ウイリアムズの名前はウォーホルの『ポッピズム』や『日記』にしばしば出てくる。ウイリ
アムズはウォーホルの映画『ヒート』が気に入ったようだ。『ヒート』ではサマーセット・
モームの『ジゴロ』に出てくる若い男のようなサンドロが老若男女を手玉に取る。ラストシー



愛知学院大学　教養部紀要　第58巻第１号

50─　　─

ンで嫉妬に狂った元女優が若者をピストルで射殺しようとする。だがピストルには弾丸が入っ
ていなかった。このラストシーンはウォーホルが、ヴァレリー・ソラナスに銃撃された場面の
パロディーであり、もしかしたらジョン・レノンと異なって銃弾を受けても生き残ったウォー
ホルの想いをそこから読みとることができるかもしれない。ウォーホルは1980年12月９日の
『日記』の中で「ジョン・レノンのニュースを観ていて怖くなった」（p. 443）と述べている。
更にまた、ウォーホルが、映画『ヒート』で若い男が何もしなくて図太く生きていく姿を描写
している件は、ウォーホルのポッピズムのコンセプトを伺わせる。ドナルド・スポトーの『伝
記』によると、恐らく、ウイリアムズは、若者を演じたサンドロが放つ魅力に自然に関心が向
いたのだろうと述べている23）。というのは、サンドロに心引かれるホモセクシャルは、ウイリ
アムズのホモセクシャルのパロディーと読みとれるからである。つまり、ウイリアムズが自分
のドラマに書いた『欲望という名の電車』に見られるブランチの重々しい心の苦悩に比べる
と、『ヒート』に描かれたホモセクシュアルはパロディーになっていて、軽薄でペラペラな
ポップ調で描写されているが、かえって、そのシーンが痛快に思われたのかもしれない。ま
た、ドットソン・レイダーの『伝記』によると、ウイリアムズの『小舟注意報』には、ウォー
ホルとキャンディが出演したと述べている24）。更にスポトーは『伝記』で、『小舟注意報』の
上演について、ポール・モリセイの報告を紹介している（p. 302）。
　スポトーの『伝記』が指摘するように、ウイリアムズは『欲望という名の電車』に描かれた
ような死のテーマに惹かれていた（p. 358）。また、スポトーの『伝記』では三島由紀夫の割腹
自殺が論じられている（p. 295）。つまり、ウイリアムズは『回想録』の中でも、三島由紀夫が
輪廻転生を信じていたことに懐疑的であったことを表明している25）。しかも、批評家のスポ
トーはウイリアムズが書いた『回想録』はウイリアムズがとりとめもなく書きとめたに過ぎ
ず、また幾つかの思い違いがあると指摘している。だから、ウイリアムズの主張は信憑性に欠
けるという。とはいえ、『回想録』を通して、少なくともウイリアムズの思考の一端を垣間見
ることはできる（p. 308）。結局、スポトーの『伝記』によると、ウイリアムズは、モンローや
カポーティのように薬物中毒に嵌り込み死ぬ（p. 262）。
　さてこのようにしてみてくると、1960年代のアメリカ文化史の断面をウォーホルが集めた
知人についての証言から俯瞰してみる事が出来るかもしれない。つまりウォーホルが収集した
証言を起点にして60年代の全貌を見晴らす事が出来るかもしれないのである。ウォーホルは
シルクスクリーンを始めたがシルクスクリーンの技法に行詰まると映画に転身した。次いで
ウォーホルが銃弾に倒れると今度は電話録音を使って日記を記録し死の直前まで続けた。或い
はウォーホルの人生を見ていると案外寺山の人生とも似ているかもしれないのである。という
のは寺山も俳句短歌に行詰まると映画に転身し最晩年にはビデオレターを残したからである。
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無論アメリカのポップカルチャーと日本のポップカルチャーは随分異なる。だが少なくとも
ウォーホルの『日記』の最後の部分と寺山のビデオレターにはある種の共通点がみられる。
　ところで、ウォーホルはウイリアムズを『日記』にしばしば引用していて、しかもスポトー
も『伝記』で引用しているが、ウイリアムズは、チェーホフのドラマにある死のテーマに惹か
れていた（p. 125）。チェーホフは、元々医者であった。それにまた、ウォーホルの『日記』
に、カポーティが出てくるが、カポーティは、フロベールやプルーストに惹かれた。彼らの両
親も医者であった。だから少なくとも、医者の視点から、カポーティやウイリアムズを解読し
なおす必要があるかもしれない。また、医者の観点からいえば、病気で苦しんだ寺山も医者の
視点から解読する必要がある。少なくとも、手掛かりとなるのは、デュシャンは『失われた時
を求めて』を読まなかったけれども、またウォーホルも、もしかしたらチェーホフもフロベー
ルもプルーストもあまり知らなかったかもしれないが、それでも徹底的に観察者の態度を取り
続け、カポーティやウイリアムズを観察して『日記』に記録した。或いはまたロナルド・ヘイ
マンの『テネシー・ウイリアムズ』の伝記によると、カポーティは『叶えられた祈り』の中
で、ウイリアムズをモデルにした男ウオーレス氏を辛辣に描写している26）。このようなカポー
ティの視点はもしかしたら医者の目で見た視点であると言っていいかもしれない。
　また、ウォーホルの一連の電話記録は一種のモノローグにもみえる。というのは、ウォーホ
ルはインタビューで他人との対話となると、殆ど自分からは話さず相手に話させた。それにも
かかわらず、ウォーホルは電話記録では饒舌になり、しかも一方的に話続けたからである。し
かも、ウォーホルの電話記録からは、カポーティやウイリアムズとの時間的な関係も教えてく
れる。言い換えると、ウォーホルの電話記録は、或る意味では、医者のカルテに似ているかも
しれない。つまり、医者のカルテのような具合に、ウォーホルの電話による記録を読むと、そ
のデータから、カポーティやウイリアムズや他にもエリザベス・テーラーやジャクリーヌ・ケ
ネディ未亡人などの心身の状態が伝わってくる。さて、これとは対照的に寺山が電話によって
記録を残した録音テープは余り残っていない。むしろ、寺山の場合ウォーホルの『日記』とは
異なり、夥しいエッセイから、幅広い寺山の交友関係を窺うことができる。例えば、寺山とオ
ルグレンの交友関係は、記録としてエッセイの中に残っている。とにかく、少なくとも、
ウォーホルの『日記』から、ウイリアムズの人生という時間の流れの一部を僅かであるが汲み
とることができる。さて、ウォーホルは1983年３月３日の『日記』の中でウイリアムズの死
について論述している（p. 620）。更にまた、ウォーホルは、数々の友人達の死んだ後になって
から、ヨーコ・オノについての記述を『日記』の後半に頻繁に記録することになる。
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06. ネルソン・オルグレンの『朝はもう来ない』と『黄金の腕』

　1930年代アル・カポネがシカゴを麻薬で支配した時代をネルソン・オルグレンは『朝はも
う来ない』や『黄金の腕』の中で描き市民が麻薬に支配され自滅していく姿を告発した。一方
1960年代にはウォーホルは『僕の哲学』『ポップイズム』『日記』の中でアーティスト達が麻
薬で自滅していく姿を告発している。この点でオルグレンとウォーホルとの間には共通点が見
られるが異なる面もある。その違いは1930年代に比べて、1960年代は、雑誌、写真、映画、
テレビ等のメディアによって、人間の存在が全く希薄になってしまったことである。テレビの
メディアはローマ法王のニューヨーク訪問を伝えたが、その画面ではローマ法王の中身が薄い
皮膜になり軽くなってポップ現象に変わってしまった。
　また1930年代オルグレンがシカゴの市民を克明に描いたどん底の闇の世界は、1960年代に
なると、ウォーホルが、メディアによって、薄い皮膜に写し撮ってしまう。オルグレンが『朝
はもう来ない』で描いた電気椅子は、監獄の奥底に隠されて陽の目を見ることはなかった。だ
が、ウォーホルは、シルクスクリーンを使って、ぺらぺらの皮膜に微かに写し撮り、これでも
かといわんばかりに、何枚も電気椅子をシルクスクリーンに表わして並べて観客に見せた。
　つまりオルグレンが『朝はもう来ない』の中で描いた電気椅子は活字によって眼に見えない
が、その代わりに読者の想像力を刺激して脳裏に死の刻印となって重くのしかかった。或い
は、ヴォーボワールがオルグレンをインタビューして『アメリカの日々』に綴った電気椅子で
さえも活字の背後に隠れていた。
　ところが、ウォーホルは、電気椅子を、メディアのようにひらひらのシルクスクリーンに写
し撮って観客に見せたのである。ウォーホルがシルクスクリーンに描いた電気椅子とヴォーボ
ワールがエッセイに描いた電気椅子とオルグレンが小説に描いた電気椅子を比べると、ジャ
ン・ジャック・ルソーが失われた黄金時代と虚無の近代とを対比したエッセイを想いうかべて
しまう。無論、ウォーホルは敬虔なカトリック教徒であったから、興味本位で電気椅子をシル
クスクリーンに描いたのではなく、むしろ現代の虚無感を写し取ったのである。
　さて、オルグレンは『黄金の腕』の映画化で、小説と映画が違うことに抗議してハリウッド
の映画監督オットー・プレミンジャーを裁判に訴えさえした。しかしながら、映画『黄金の
腕』でフランキーを演じたフランク・シナトラの伝記を書いたキティ・ケリーやジェイムス・
スパタやピート・ハミルによると、1930年代と1960年代では麻薬の被害は底辺の庶民だけで
なくあらゆる層に感染し汚染が拡大していったことが分かってくる。
　ところで、寺山のエッセイ『アメリカ地獄めぐり』によると、当時寺山修司はポップアート
を調査にニューヨークへ訪れたが、その途中に1930年代のシカゴを知るオルグレンに会いに
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行っていることが分かる27）。或いは、また、寺山はシナトラの伝記をむさぶるように読んだと
証言している28）。当時、寺山がアメリカでオルグレンやウォーホルを調べてエッセイに残して
いたことは日本の実験映画やポップアートの変遷を辿るときに重要である。しかも、寺山は自
分のアート作品の実験映画にもその技法を活かした。

07. 寺山修司の実験映画フィルム

　寺山がウォーホルをどのように考えていたかは、萩原朔美氏のエッセイ「ニューヨークでの
出来事」を読むとある程度予測ができる。寺山は、ニューヨークでウォーホルの『マリリン』
を買い、同行した萩原氏にもウォーホルの『マリリン』を勧めた。当時、寺山は、自分の芝居
をラママシアターで上演するために支配人のエレン・スチュアートとの会見を望んでいた。寺
山は、『アメリカ地獄めぐり』の中で、エレンが主宰するパーティに参加した時の模様を次の
ように書いている。

　バスケットが客席にまわされると、前方に坐っているミケランジェロ・アントニオーニや、
アンディ・ウォーホルのスタジオの「ウォーホル・ガールズ」たちが紙幣をその中にぽんぽん
と投げ込む（p. 40）。

　ウォーホルは、集団で行動していたので、もしかしたら「ウォーホル・ガールズ」たちの中
に居たと思われる。恐らく寄付金も、ウォーホルのお金であった可能性がある。多分、寺山
は、ウォーホルの近くにいたのだろうが、生のウォーホルよりも、絵画や映画に描かれた
ウォーホルのアートの方に関心があったと思われる。従って、寺山は寡黙なウォーホルに会っ
て話し合うよりも、むしろ、ニューヨークでウォーホルの『マリリン』を購入したり、実験映
画『チェルシー・ガールズ』を見たりしたほうがウォーホルのアートをよりよく理解できると
考えたのではないだろうか。それに、当時の寺山にとって、ウォーホル以外の他に多くのアメ
リカのアーティストたちと会ってみたかったと思われる。しかも、前述したように、同じ時期
に、寺山は、オルグレンに会いに飛行機でニューヨークからシカゴに飛んでいる。
　さて、寺山は、ウォーホルが実験映画『ヘアカット』の中で延々と床屋の散髪を続ける
ショットに影響されたと言われている。ガイルズの『伝記』によると、『ヘアカット』は観客
を重要な媒体に考えていると指摘している（p. 243）。だが、寺山が、仮にウォーホルの実験映
画『ヘアカット』に魅了されたとするなら、例えば、その一例を寺山の実験映画『じゃんけん
戦争』で二人の男が延々とじゃんけんを続けるワンショット・ワンシーンにその影響を見るこ
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とが出来るかもしれない。或いはまた、寺山は実験映画『書を捨てよ、町へ出よう』の冒頭
シーンで、父親が息子の散髪をしている場面を描いている箇所にもその影響を観る事が出来る
かもしれない。更にまた、寺山の実験的な映画『田園に死す』でも、寺山が、田圃の真ん中
に、理髪店の散髪台をコラージュしているのを確認することもできる。
　他にも、寺山がウォーホルの映画ではなくて、シルクスクリーン『マリリン』からではある
がそこから影響されて創作したと思われる作品がある。例えば、寺山の『毛皮のマリー』は、
名前は異なるが、詩の頭韻のように「マリー」は「マリリン」とリズムが重なり、二人は容易
に繋がる。またマリーの下男が憧れた女優にジーン・ハローがいる。下男が醜女のマリーに変
装して語る話にジーン・ハローが出てくる。

　下男　ジーン・ハローの映画、観たことある？　ジーン・ハローはとてもいい女でした
よ29）。

　こうして、寺山は巧みにマリリン・モンロー（ノーマ・ジーン）とジーン・ハローを自作に
結びつけている。また、ガイルズの『伝記』によるとメトロがジーン・ハローのメダルを配っ
たようにウォーホルは『マリリン』を転写しイコンに変えたと述べている（p. 186）。その意味
で、ウォーホルが描いたマリリン・モンローの死のイメージは寺山が『毛皮のマリー』の中で
描いた醜女のマリーが語るジーン・ハローの死のイメージと重なっているかもしれない30）。さ
て、『毛皮のマリー』でマリーと欣也は母子関係である。また、カポーティが『ティファニー
で朝食を』でホリー役にマリリン・モンローを使いたかったことは先に述べた。だが、寺山は
エッセイ『さよならの城』でホリーのイメージを母親のハツに重ねて描いている。

　ぼくはホリーの挿話の中に、若き日の母のことを思い出さずにはいられないのだ31）。

　このようにして、寺山はホリーを母のハツに結びつけて子宮回帰を巧妙に仄めかしている。
また、ウォーホルは、死のテーマを『マリリン』だけでなく、『リズ』や『ジャクリーヌ』で
シルクスクリーンに描き続けた。もしかしたら、ウォーホルはデュシャンの墓碑銘「死ぬのは
他人ばかり」から死のイメージを着想したかもしれない。しかも、寺山自身も、自作にしばし
ば、デュシャンの「死ぬのは他人ばかり」をコラージュしている。
　さて、寺山は、『暴力としての言語』所収の「第一章　走りながら読む詩」のなかで、ウォー
ホルの『チェルシー・ガールズ』について書いている。
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　ニューヨークにいた時、私はアンディ・ウォーホルの地下映画を二本観た。そして、「暴力
としての映像」といったことについて考えてみようと思い立ったのである32）。

　また、寺山はエッセイ『風見鶏は回るよ』所収の「『テレフォン・ブック』は悪魔の囁き」
の中で、ニューヨークでウォーホルの実験映画『テレフォン・ブック』を見た時の印象を書い
ている33）。
　更にまた、寺山は雑誌『みずゑ』のウォーホル特集で、ウォーホルのリフレインの画像の右
側に同じフレーズの文章を何度も繰り返しながらヴァリエーションを加え、全体としてウォー
ホル風に批評文を纏めている34）。
　或いは、寺山は、自分の実験映画『トマトケチャップ戦争』を国際ホモセクシュアル実験映
画祭（Premier Festival International de Homosexuel）にウォーホルの作品とともに出品している。
　また、寺山は雑誌『美術手帖』所収の「聖なる百回性アンディ・ウォーホルの犯罪」の中
で、ウォーホルの呪術性について、次のように述べている。

　呪物というのは間接的で、類感的なものにすぎないと、マルセル・モース（魔術的素描）は
言っている。それは、いかにも実体であるかのように見せて、実は不在であることによって、
欲望を刺激する。「受身のアンディ」「自己消去のアンディ」の伝説は、実はウォーホルの呪術
的性格の傍証にほかならない35）。

　前述したように寺山がしたウォーホル批評は、寺山の映画論や『寺山修司の演劇論』の
シャーマニズムと深く結び付いているので興味深い。寺山の批評は、日向あき子が「ウォーホ
ルは現代のシャーマンである」と評した言葉を思い出す。ともかく、いずれにしても、ウォー
ホルのアートは現代のシャーマンと結びついている。さて、寺山は、ウォーホルのアートを自
分の演劇性に引き寄せて先ず、ウォーホルの一文を引用する。

　僕の絵画や映画や、表面を見てごらんなさい。そこにはぼくがいます。その背後には、何も
ありません（p. 121）。

　それから、寺山はウォーホルを引用した後で、次のように結論に纏めている。

　ウォーホルは諸個人と一対一対応であるかのように向きあっている。アンディの神話は、諸
個人の内面によって支えられ、そうすることによって諸個人の内面を支配する（p. 121）。
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　むろん、寺山はウォーホルが不死身であるというのではない。例えば、マクルーハンが
『グーテンベルグの銀河系』の中で述べているように、コンピューターやテレビの発達により、
人間は、電子となって自在に宇宙空間を飛翔するようになった。その光景は、まるで、マルセ
ル・モースが、古代のシャーマンが魔術によって自在に宇宙空間を飛び回る魔術と似ている。
けれども、実際には、ウォーホルはソラナスの狙撃を受けた直後、九死に一生を得たのであ
り、決して不死身ではなかった。現に、ウォーホルのように銃撃されたジョン・レノンは即死
であったのであり、ウォーホルも、ソラナスの狙撃が遠因で間接的な原因とはいえ、その後胆
嚢手術の際後遺症が併発して突然亡くなった。ウォーホルの場合は、ソラナスから銃撃を受け
た時、ウォーホルの身体は光の粒子のようにスクリーンに映っていたわけではないし、鏡に
映った虚像でもなかった。ウォーホルは『僕の哲学』で次のように言っている。

　At the end of my time, when I die, I don’t want to leave any leftovers. (p. 112)

　いざ死ぬときになったら、後に何も残したくない。

　とはいえ、寺山は、ウォーホルがメディア人間としての存在であった事に注目した。確か
に、寺山はウォーホルの死の恐怖についてあくまでも暗示にとどめて詳しく書かなかった。し
かしながら、寺山は、死のイメージを、デュシャンの墓碑銘「死ぬのは他人ばかり」からコ
ラージュしていたのであり、また、別のエッセイ『誰か故郷を想はざる』の中では、「生が死
んでしまえば、死も終わる」と書いたのである。

08. ま と め

　寺山の『さらば映画よ』『ある男ある夏』『青ひげ公の城』は徹底した膨大な数の引用からな
るドラマである。この寺山の技法はウォーホルの写真からそのままシルクスクリーンに転写し
た技法を思わせる。また寺山はデュシャンの墓碑銘「死ぬのは他人ばかり」をコラージュした
のであるが、更にウォーホルがデュシャンの影響を受けた足跡を辿っていくと今まで分からな
かった寺山の未知の世界が見えてくるかもしれない。
　ところで、メカスは、ウォーホルの『エンパイア』『眠る男』『ヘアカット』はリュミエール
の時代に戻したと述べている36）。いっぽう、寺山の実験映画『審判』には無限のリフレイン釘
打ちシーンがみられる。殊に寺山は『青少年のための映画入門』で３面マルチ・スクリーンを
使っている。これは、寺山がニューヨークで見たウォーホルの実験映画『チェルシー・ガール
ズ』の２面マルチ・スクリーンを拡張した実験映画である。松本俊夫氏も『つぶれかかった右
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目のために』で同様に３面マルチ・スクリーンを使っている。更に松本氏は、ウォーホルが
ニューヨークを象徴した『エンパイア』に影響を受け、日本の京都の封建制度を表した『西
陣』で屋根を延々と映し続けた。これはウォーホルの『エンパイア』がブレヒトの社会主義的
なプロパガンダの対極にあるとすれば、松本氏の『西陣』の屋根はウォーホルのニューヨーク
の『エンパイア』の対極にある作品であろう。寺山がウォーホルから間接的な影響は映画より
もむしろ演劇に見られる。或いは、寺山はデュシャンの機械からヒントを得て『奴婢訓』の舞
台装置を考えたようであるが、岸田理生によると、寺山はシャーマンの魔術から機械へ転換し
たと指摘している37）。だが、既に『毛皮のマリー』でも、テープレコーダーから流れるマリー
の声が登場する。このテープレコーダーはウォーホルが好んだ機械のテープレコーダーであっ
た。

　マリーの声　「いろんな学校があるんだよ、坊や」（p. 127）

　テープレコーダーが自ら意志を持って話すのは魔術的でシャーマン風であり、寺山の独自性
を表わしている。また、寺山のト書には、マリーの声はテープレコーダーの音声であるという
指示が書いてある。

　マリーの声はテープレコーダーから流れ出しているのである（p. 128）。

　さて、ウォーホルはスタニスラフスキー・メソッドの演劇に興味を持ちブレヒトの異化効果
にも偏見を持たなかった。ところが寺山はブレヒトの異化効果もスタニスラフスキー・メソッ
ドも嫌っていた。その理由は、寺山が人間の理性よりもシャーマン風の不合理性に強く惹かれ
ていたからだと思われる。しかし、ウォーホルはブレヒトもスタニスラフスキー・メソッドも
好んだ。実際に、ウォーホルは画家から出発して途中から実験映画を撮るように変わっていっ
た。いっぽう寺山は詩人として出発して途中から演劇や映画を始めた。寺山とウォーホルは詩
人と画家の違いはあるが二人とも前衛芸術を目指した。そこに二人には共通点がある。また
1967年にウォーホルはカンヌ映画祭に実験映画として初めて『チェルシー・ガールズ』の出
品を企てたことがあったが、寺山も1975年にカンヌ映画祭に『田園に死す』を出品した。更
に後になって、寺山の実験映画に触発されて映像作家になった安藤紘平氏は「アインシュタイ
ンは黄昏の向こうからやってくる」（1994）でハワイ国際映画祭銀賞を、「フェルメールの囁
き」（1998）でスイス・モントルー国際映像祭アストロラビウム賞を受賞している。安藤氏は、
「フェルメールの囁き」では、フィルムの代わりに一枚一枚写真を並べて貼り付け、高速回転
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させて産み出した映像は平面に並べただけの映像ではなく重層的で立体的に奥行きを持った画
面となり3D効果とも異なる実験映画の画期的な作品となっている。
　ところで、ピカソはアカデミックな古典絵画を極めたうえでプリミティブで前衛的な絵画に
向かった。詩人の馬場駿吉氏はゴーギャンのコラージュ方法はピカソにも受け継がれたと指摘
しているが、更にこの趣向は寺山の俳句短歌のコラージュ方法とも類似性があると述べてい
る。ウォーホルは、ダリやデュシャンの芸術の影響を受けながらも、同時にマチスやピカソの
プリミティブで前衛的な絵画を模範とした。この点でウォーホルや寺山の芸術は元々古典アー
トを踏まえたうえでシャーマン風な前衛アートに向かったという点からみていくと共通してい
る一面があるかもしれない。
　さてウォーホルがシルクスクリーンや実験映画で使ったリフレインは寺山の実験映画『審
判』の釘打ちシーンに反映されている。殊に注目すべきことは詩人寺山が1970年代に構築し
たリフレインを、安藤紘平氏が制作した斬新な実験映画を経て、今度は天野天街氏が原作の
『田園に死す』にない全く斬新なリフレインの鉱脈を探り当て東京ザ・スズナリ劇場で2009年
12月『田園に死す』を脱構築して演出した。因みに、天野氏はウォーホルのようにイラスト
レーターで映画監督でもあるが、天野氏が制作した実験映画『トワイライツ』の中で死んだト
ウヤ少年の遺影はよく見るとウォーホルが制作したシルクスクリーンの『マリリン』のイコン
を思わせる。このように見てくると寺山がリアルタイムで見つけたウォーホルのシャーマン的
なリフレインを、安藤氏が受け継ぎ、やがて天野氏によって再びウォーホルのリフレインが新
しく蘇り継承されていることが確認できるのである。
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