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宇宙時代の英雄像
――1960年代アメリカのエートスと未来――

青砥　吉隆

I．序

１．『ライフ』と宇宙飛行士

　1959年、アメリカに新時代の英雄が誕生した。宇宙飛行士である。当時最盛

期にあった一般誌『ライフ（Life）』は、各々の宇宙飛行士に年間1万6,000ドル

の契約料を支払うという条件の下、彼らと独占取材契約を結んだ。これは破格の

好待遇だった（1）。

　アメリカの宇宙飛行士たちは、頻繁に『ライフ』の表紙を飾った。その取材範

囲は彼ら自身のみならず、妻や子供、両親、友人にまで及んだ。例えば、初の有

人宇宙飛行を控えた1961年には、宇宙飛行士の候補が三人にまで絞られていた。

ジョン・グレン（John Glenn）、ヴァージル（ガス）・グリソム（Virgil “Gus” 

Grissom）、アラン・シェパード（Alan Shepard）である（2）。1961年3月3日号

の『ライフ』は、彼ら三人の詳細な経歴だけでなく、趣味や、家族と過ごす様子

なども紹介している。さらに、彼ら全員を「勇敢で愛国的（3）」だと結論付けて

おり、宇宙へ実際に旅立つ前から、彼ら宇宙飛行士が英雄としての地位を獲得し

ていたことが分かる。

　しかし、『ライフ』をはじめとするメディアによって示された宇宙飛行士たち

の「英雄的」な姿を、無批判に事実として受け入れることはできない。なぜな

ら、そこにはある種の情報統制が敷かれていたからである。『ライフ』で記者を

務めていたドーラ・ジェーン・ハンブリン（4）（Dora Jane Hamblin）は、1977年

1月にアイオワ州立大学のペリー・マイケル・ホワイ（Perry Michael Whye）に

あてた手紙に、以下のように記しているという。
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　『ライフ』は、宇宙飛行士とその家族を、腫れ物にでも触るように

扱っていたと思う。他の報道機関にしても大半がそうだった。彼らは

英雄だったのだ…もちろん、中には結婚生活が上手くいっていない者

もいれば、女遊びをしている者、酒に溺れる者もいたことは知ってい

たが、絶対にそれを記事にすることはなかった。彼らがそうさせな

かっただろうし、NASAも許さなかっただろう（5）。

　そのことを裏付けるように、アポロ11号で月着陸船パイロットを務めたエド

ウィン（バズ）・オルドリン（Edwin “Buzz” Aldrin）と、アポロ16号で月着陸

船パイロットを務めたチャールズ（チャーリー）・デューク（Charles “Charlie” 

Duke）は、イギリスのジャーナリスト、アンドリュー・スミス（Andrew 

Smith）によるインタビューの中で、オルドリンは地球帰還後に抑鬱症状を訴え

たことを、デュークは不倫と子供に対する高圧的な態度を繰り返していたこと

を、また両者共にアルコール依存症だったことを認めている（6）。しかし、1960

年代当時にこの種の情報が公になることはほとんどなかった。

　ただし本稿の目的は、国民的英雄だった宇宙飛行士たちの不祥事の数々をあげ

つらうことにはない。むしろここでは、『ライフ』などの当時のアメリカのメ

ディアが、宇宙飛行士たちに不都合なことを書くことは絶対になかった、という

点に着目したい。元NASA職員で、アポロ計画についての詳細な記述、『人類、

月に立つ（A Man on the Moon）』を著したアンドリュー・チェイキン（Andrew 

Chaikin）も指摘するように、宇宙飛行士たちの軽率な行動がメディアで取りざ

たされなかったということから、1960年代のアメリカにおいては宇宙飛行士た

ちが特別な位置にあった（7）、ということをうかがい知ることができるのである。

　では、具体的に、彼ら宇宙飛行士たちは『ライフ』にどのような英雄として描

かれたのだろうか。『ライフ』が作り上げた宇宙飛行士たちの英雄としてのイ

メージがあまりに強烈だったためか、これまでの宇宙飛行士に関する研究は、そ

もそもこの問いを問おうとしてこなかった。だが、政治的な色彩を極めて強く帯
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びていた米ソの宇宙開発競争を歴史研究の中で相対化する上では、宇宙飛行士が

どのような政治的、あるいは社会的役割を担う存在として描かれたのかというこ

とを客観的に分析する必要がある。

２．四つの特徴

　以降論じるように、宇宙飛行士たちは1950年代後半から1960年代にかけての

メディアによって「アメリカ的な美徳と魅力を備えた模範的かつ英雄的な、未来

を担うアメリカ人」として描かれた。彼らは、合衆国を代表して宇宙でソヴィエ

トと競い合う集団に相応しい存在たることが求められ、『ライフ』をはじめとす

るメディアも、彼らをアメリカの英雄として伝えざるを得なかったのである。裏

を返せば、宇宙飛行士たちと独占取材契約を結んでいた当時の『ライフ』を精査

することで、冷戦期という特殊な状況下における模範的かつ英雄的なアメリカ人

の姿とは具体的にどのようなものだったのか、という問いを明らかにすることが

できるということになる。

　そこで本稿は、『ライフ』が宇宙飛行士たちと独占取材契約を結んでいた1959

年9月14日号から1970年5月11日号までの間に発行された物の中から特徴的な

号を選び出し、紙幅の都合上、計7冊を主な分析対象とした。導き出された結論

は以下の通りである。

　宇宙飛行士たちは、大まかに分けて四つの特徴を備えたアメリカの英雄だっ

た。第一の特徴は、彼らが妻や子供を愛する家庭的な男として描かれたという点

である。第二の特徴は、彼らが勇敢で愛国的な男として描かれたという点であ

り、第三の特徴は、宇宙飛行士が熱心なクリスチャンであった場合、宇宙飛行士

と家族はそのことを前面に押し出し、『ライフ』もそれを強調したという点であ

る。これら三点は、1950年代後半から1960年代にかけてのアメリカ社会のエー

トスを顕著に反映したものであり、宇宙飛行士がアメリカの英雄として成立する

ための必要条件だった。そして第四の特徴は、宇宙飛行士たちがアメリカの未来

を担う英雄として描かれたという点である。これは1960年代のアメリカにおい
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て、宇宙飛行士たちがアメリカの未来、即ち宇宙を体現する存在だったことに起

因している。そしてこれら四つの特徴は、すべて当時のアメリカ社会と文化の影

響を強く受けている。

II．分析

１．1959年9月14日号

　『ライフ』と宇宙飛行士の独占取材契約はこの号から開始された。そこには、

それぞれの宇宙飛行士たちの手記が掲載され、彼らが宇宙飛行士として訓練を受

ける様子が写真に収められている。彼らはそれぞれが秘める強烈な個性を垣間見

せつつも、世界初の宇宙飛行士となることに対する熱意、また自らの宇宙飛行士

としての適性と、合衆国へ奉仕することの意義を語っている。また、記事は宇宙

飛行士たちの訓練の様子を示すことで、宇宙飛行が最先端の科学・技術を要する

ことを強調した。

a ．ライト・スタッフ

　アメリカの宇宙飛行士の第一世代、オリジナル 7（Original Seven）は全員、

軍のトップ・エリートたるテスト・パイロットから選出された。テスト・パイ

ロットの任務とは、音速を優に超える速度で開発中のジェット戦闘機を操縦し、

機体性能の限界を探るためのテスト飛行を繰り返すという極めて危険なものだっ

た（8）。そして、オリジナル7の中にはアラン・シェパードやガス・グリソム、ド

ナルド（ディーク）・スレイトン（Donald “Deke” Slayton）らのように、第二

次世界大戦や朝鮮戦争で実際の空中戦を経験した者もいた。

　これらの経験を踏まえ、オリジナル7たちは自らの冷静さや集中力、適応力な

どを強調し、それらを宇宙飛行士としての適性だとした。その適性とは、ジャー

ナリストのトム・ウルフ（Tom Wolfe）が「ライト・スタッフ（9）（正しい資質 : 

right stuff）」と呼んだものである。前人未到の危険な宇宙空間へ最初に乗り出す

人間が、ライト・スタッフを備えた者であるべきとされ、それらが選考基準と
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なったことは当然だった。

　さて、ウォルター（ウォリー）・シラー（Walter “Wally” Schirra）によれば、

飛行機乗りはテスト・パイロットをその仕事の頂点としてみなしており、また、

良いテスト・パイロットは他の誰よりも上手く飛ぶことを強く誇りにしていると

いう。彼が最初にマーキュリー計画（10）（Project Mercury）についての概要を聞

かされた際には、それがまるで映画スタントのように思われたが、今ではそれが

確固たる足場に基づいた計画であり、実際に良いテスト・パイロットが必要とさ

れているということに気づくに至った。そして彼は、かつてテスト・パイロット

として空対空サイドワインダー・ミサイルの開発をしていた際に不具合により自

らが発射したミサイルに撃墜されそうになったことがあったことと、朝鮮半島で

の空中戦について披露し、彼らが従事するマーキュリー計画においてもそれらの

命懸けの経験が役立っていることを語っている（11）。

　ガス・グリソムやアラン・シェパード、ディーク・スレイトンも同様に、

ジェット戦闘機パイロットに求められる集中力、精確さ、冷静さ、機敏さと臨機

応変さがマーキュリー計画には求められると考えていることを明かしており、彼

らも実戦やテスト飛行において命を失いかけた経験があると述べる（12）。

　実戦やテスト飛行で遭遇した危機的な状況は一般の読者にとっても容易く想像

できるものであり、それ故、宇宙飛行士たちもそのような体験を好んで語ったと

いうことは想像に難くない。

b ．世界初の宇宙飛行士

　ゴードン・クーパー（Gordon Cooper）は、世界初となる有人宇宙飛行につ

いて以下のように述べている。この飛行は、陸軍のレッドストーン・ロケット

（Redstone）に搭乗して高度160キロメートルまで打ち上げられ、数分間の無重

力状態を経て大西洋へパラシュートで帰還する弾道飛行となる。この飛行で直面

する人体へのストレスは、地球周回飛行ほどのものではない。なぜなら、弾道飛

行では最高でも時速9,600キロメートルほどにしかならず、再突入の際に発生す
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る熱もそれほど強烈ではないからだ。しかしそれでも、クーパーは、最初に打ち

上げられる人物になることを望んでいる（13）。

　また、シラーは次のように述べる。彼が興味を持っているのは、より高く上

り、そして無事に戻ってくることだけだという。しかし、彼も世界初の宇宙飛行

士となることを望んでいるという（14）。同様に、スコット・カーペンター（Scott 

Carpenter）も、この計画こそ彼が人生をかけるべきものだと考えているとい

う（15）。

　記事が書かれた1959年においては、有人宇宙飛行を成し遂げた国は無かった。

そのため、1957年10月にスプートニク1号の打ち上げによってソヴィエトの後

塵を拝していたアメリカにとって、世界初の有人宇宙飛行はその遅れを取り戻す

またとない機会だった。宇宙飛行士たちはそのことを十分に認識した上で、上記

の発言をするに至ったと考えられる。

c ．国家への奉仕

　グリソムは、このような危険な仕事に就いていると、なぜわざわざ自らの生命

を危険にさらそうとするのだろうと疑問に思うことがあるという。グリソムによ

れば、彼がアメリカ空軍将校であり、さらにその中でも特に愛国的であるからと

いうのが理由である。そして彼は、もし他の誰よりもこの計画に適した人材だと

国が考えるのであれば喜んで参加しようと思う、と続けている（16）。

　シェパードは以下のように述べている。彼が海軍の仕事を中断してこの計画に

参加している理由は、それが合衆国への奉仕になるからであり、また個人的な挑

戦でもあるからだという。彼はこの計画が成功すると信じており、成功すること

がこの計画にとって重要なことであると考えている。そして同時に、それを成し

遂げることを望んでいる（17）。

　また、カーペンターが明かしている通り、彼らの宇宙飛行士としての任務はボ

ランティアだった（18）。これは、単に自発的に参加するという意味だけではない。

事実、宇宙飛行士としての任務は無給であり、彼らには軍の階級に応じた給与が
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支給されていた。アポロ計画で月へ飛んだ宇宙飛行士が受け取った一日あたりの

報酬は、出張に出かけた場合に受け取る額と全く同じであり、そこから様々な控

除が行われたという（19）。

　先に触れたように、彼らの多くが、朝鮮戦争などで東側陣営の戦闘機と実際に

空中戦を繰り広げ、戦果を上げたことを強調していた。これは、彼らが自らの命

を顧みずに自発的に国へ奉仕していたことを意味した。このような彼らの姿は、

冷戦という特殊な状況下における社会通念上賞賛されるべきものであり、英雄た

る宇宙飛行士に相応しいあり方だったといえる。

d ．科学・技術

　今号には、宇宙飛行士たちによる手記だけではなく、彼らが訓練を受けている

様子や、マーキュリー計画で用いられる最先端の科学・技術についての記事も掲

載されている。宇宙飛行士たちが乗り込むことになるマクドネル社製のマーキュ

リー・カプセルの設計テストについての記事は、このカプセルに豚を入れ、宇宙

飛行士が体験する10倍の衝撃を与えてそのカプセルを地面に落下させたが、豚

は無事だったと伝えている。また、カプセルの小型模型を華氏1,200度にまで熱

する実験を行う様子が収められているが、それによると外部の表面温度とは対照

的に、カプセル内部は華氏120度までしか上がらないという（20）。

　さらに、カプセルを操縦するための操縦桿の開発に宇宙飛行士が携わる様子

や、彼らが生理学の授業を受けている様子が撮影されている。この授業では、宇

宙飛行によって起こる身体の反応を的確に指摘できるように、血管の位置などを

学ぶという（21）。

　このように、今号においては宇宙飛行士たちの手記だけではなく、マーキュ

リー計画で用いられる科学・技術に関する事柄が数多く掲載された。宇宙飛行士

たちは、最先端の科学・技術を用いて宇宙を切り開く英雄として扱われたのであ

る。そして、以降概観するように、この宇宙飛行士像はアメリカの宇宙開発計画

が進展すればするほど強調されていくことになる。
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　また、最先端の科学・技術と一揃いとなった宇宙飛行士のイメージは、同時に

彼らの勇敢さと愛国心を示すものでもあった。なぜなら、これら最先端の科学・

技術はえてして未発達であり、それ故、必然的に危険を伴うものでもあったから

である。事実、当時のアメリカのロケット技術は未熟であり、マーキュリー計画

で用いられるレッドストーン・ロケットは、何度も打ち上げ失敗を繰り返してい

た。これには、当の宇宙飛行士たちも少なからず不安を抱いていたはずである。

アポロ13号で船長を務めたジェイムズ（ジム）・ラヴェル（James “Jim” Lovell）

は、当時のロケットで打ち上げられることは、まるで自分のキャリアをわざわざ

縮めるようなものだったと、冗談めかして語っている（22）。

　このように、戦争体験やテスト飛行のみならず、非常な危険を伴う最先端の科

学・技術を用いた宇宙開発計画に宇宙飛行士たちは携わっていた。そのことが、

結果として、彼らをより一層勇敢で愛国的な存在に仕立て上げることになったの

である。

２．1959年9月21日号

　この号は、宇宙飛行士本人ではなく彼らの妻たちについての特集を組み、彼女

らの手記と写真を掲載している。図1と2に示したとおり、今号の表紙は、夫た

ちを特集した1959年9月14日号の表紙と対を成している。特集のタイトルは、

「宇宙飛行士を支える7人の勇敢な妻たち、内なる思いと不安を語る（23）」である。

注目すべきは、7人の宇宙飛行士の妻たちが、夫が宇宙飛行士として打ち上げら

れることに対して不安や緊張を抱いていることを明かしたにもかかわらず、同時

に、世界初の宇宙飛行士になることが夫の望みであるが故、妻たる彼女自身もそ

のことを望んでいると述べていることだ。さらに、彼女たちが国と夫を信頼して

いるということも強調された。そして、ジョン・グレンの妻であるアンナ・グレ

ン（Anna Glenn）は、グレン家におけるキリスト教が果たす役割についても

語っている。

図1,2は『a．不安』の前には配置しない
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図 1. Life, September 14th, 1959, cover page.

図 2. Life, September 21st, 1959, cover page.

画像不掲載

画像不掲載
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a ．不安

　スコット・カーペンターの妻、ルネ・カーペンター（Rene Carpenter）によれ

ば、夫から宇宙飛行士としてマーキュリー計画に参加することを聞かされ、協力

することを決心したが、これは、彼女が全く恐れを感じていないということを意

味しているわけではないという。自分たち夫婦がお互いに希望についても恐怖に

ついても正直に打ち明け合っていることが彼女の支えになっていると、彼女は続

けている（24）。

　また、ベティ・グリソム（Betty Grissom）は、夫のガスが最初の宇宙飛行士

になれたならば当然喜びを感じるだろうと語っている。なぜなら、それこそが彼

女の夫が望むことだからだという。しかしその彼女も、打ち上げの際には不安を

感じるかもしれないと語る（25）。

　上記の二人とは対照的な意見もある。ゴードン・クーパーの妻、トルーディ・

クーパー（Trudy Cooper）は、打ち上げの際には緊張するだろうが恐怖を感じ

ることは無いだろうという。むしろ、彼女は子供たちを連れ、打ち上げを見に行

きたいと考えている（26）。

　また、ディーク・スレイトンの妻、マージョリー・スレイトン（Marjorie 

Slayton）は、打ち上げを心配したことは一度もないという。なぜなら、夫

ディークは、非常に安定した技量を持つプロフェッショナルであり、夫が緊急事

態に陥ったとしてもそれをうまく乗り切れるだろうことに疑いはないからだとい

う（27）。

　しかし、クーパー夫人やスレイトン夫人の手記が本心を表したものかどうかは

疑いの余地が残る。1959年当時、有人宇宙飛行を成し遂げた国は無く、宇宙は

文字通り未知なる空間だった。また前述の通り、当時のアメリカのロケット技術

は依然として未熟であり、打ち上げの度に爆発、炎上するといった段階だった。

　そのような危険極まりないロケットに乗せられ、いかなる助けも望めない宇宙

空間へたった一人で送り込まれる宇宙飛行士たちが無事に地球に帰還できる確率

というのは、決して高いものではない。しかし、『ライフ』という非常に広く読
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まれていた雑誌に全くの本心を包み隠さずに掲載することは、特に軍人の妻たる

彼女たちにとって躊躇われることだったのではないか。つまり彼女たちは、この

記事が社会と夫のイメージに与える影響を考慮した上で、上記の様な発言をする

に至ったと考えることができる。彼女らの発言が当時の米国の社会通念の影響下

にあったことを裏付けるかのように、彼女たちは自身のうちにある不安や心配だ

けではなく、国家と夫に寄せる信頼についても語っている。

b ．国家と夫への信頼

　アンナ・グレンは次のように語る。夫ジョンは、彼女と二人の子供にマーキュ

リー計画について様々なことを教えている。結果として彼女は、安全に宇宙飛行

士を帰還させる方法を獲得するまでNASAが宇宙飛行士を宇宙へ送り込むこと

はないだろうということが確信でき、安心するに至ったという。記事が書かれた

数週間前の無人テストの際に、事故で脱出装置のみが射出されてしまった時に

も、彼女はすでにこの計画について多く知らされていたために、恐怖を感じるこ

とは無かったという（28）。

　また、先に触れたように、トルーディ・クーパーもアメリカの工業力と科学・

技術力に対して絶大な信頼を寄せているとし、マージョリー・スレイトンも夫の

能力を信じているために、不安を感じたことはないという（29）。

　夫らが参加する計画の意義を語る者もいた。アラン・シェパードの妻、ルイ

ス・シェパード（Louise Shepard）は、マーキュリー計画は、人間が自らに嵌め

た枷を脱ぎ捨てることができることの証明だと述べている。それは、人間は音速

の壁を破ることが出来ないとされていたが実際には間違いであったことや、西へ

船を進めていっても地球の縁からは落ちることはないということをコロンブスが

証明したようなものだという（30）。

c ．キリスト教

　アンナ・グレンは、次のように述べている。グレン家の暮らしの中では、宗教
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が非常に重要な役割を担っているという。夫ジョンが宇宙飛行士の選抜試験を受

けに行った際に恐れを感じた彼女は、一人教会へ赴き、そこで牧師に相談を持ち

かけた。そして人間が、特にジョンが、宇宙を探索してはいけない宗教的な理由

などはないという結論を得て、安心することができたという（31）。

　さらに彼女は続ける。かつてクリスマスの時期に、ジョンが子供たちにクリス

マスの意味を教えようと思い立ち、ある行動を取ったという。それは、子供たち

に15ドルを渡し、7人の子供を持つ極貧の一家をスーパーマーケットに連れて行

かせ、そこで食料を買い与えさせることだった。その一家は大いに喜び、感謝の

印として彼女の子供らに歌を歌った。子供たちはその日を忘れることはないだろ

うと、グレン夫人は綴っている（32）。

図3（左右2文字アケ）

　『ライフ』が1962年2月2日号で特集を組んだように、彼女の夫ジョン・グレ

ンは長老派の信徒であり、強い倫理観と宗教的信念を持っていた（33）。しかし、

家族を紹介する上で様々な選択肢がある中、これらのキリスト教信仰に関する出

来事をグレン夫人が取り上げたことは注目に値する。彼女は、他の宇宙飛行士の

夫人たち同様、宇宙飛行士かつ軍人の妻として『ライフ』に手記が掲載されるこ

図 3. Life, September 21st, 1959, 157.

画像不掲載
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との社会的な意味を十分に承知していたということに、疑いの余地は無い。つま

り、彼女によるキリスト教を中心とした生活の記述は、反共産主義、反ソヴィエ

トであることが重要視された1950年代後半のアメリカ社会と文化の影響を、色

濃く受けたものだったといえる。これは同時に、熱心なキリスト教徒であること

が、英雄たる宇宙飛行士とその妻にとって相応しい姿だったことの証左でもあ

る。

　また同記事には、仲睦まじいグレン夫婦の様子、幸せそうにプールで戯れるシ

ラーおよびスレイトン母子、夫が仕事に励む傍ら、部屋の片隅で静かに読み物を

するクーパー夫人などの写真が掲載されている。これらには、宇宙飛行士の妻た

ちが、健気に夫を支え、夫と国家を信頼し、堅実に子供を育てる良妻賢母である

という印象を読者に与える効果があったとみられる。

３．1961年5月12日号

　1961年5月5日、アラン・シェパードはアメリカ人として初めて地球の大気圏

外に達し、名実共に「宇宙飛行士」となった。シェパードによる宇宙飛行とその

勇姿は全米で大きく報じられた。1961年5月6日の『ニューヨーク・タイムズ』

紙は、「アメリカ、115マイルの高さにまで人間を打ち上げ、宇宙へ送り込む。

シェパード宇宙飛行士は、15分の飛行の間にカプセルを操縦し、無線で地上と

交信（34）」と、第一面でシェパードの飛行を取り上げ大きく賞賛している。また、

1961年5月19日号の『ライフ』は、シェパードの帰還パレードや、彼がケネディ

大統領（John F. Kennedy）から直々に表彰されたことなどについて報じた。こ

れらの記事からは、いかにこの飛行がアメリカに大きな歓喜をもたらしたかが分

かる。

　しかし、この成功は決して手放しで喜べるものではなかった。なぜならアメリ

カは、この約一ヶ月前の1961年4月12日に、有人宇宙飛行においてもソヴィエ

トに先行を許していたからである。1961年4月12日付の『ニューヨーク・タイ

ムズ』紙は、第一面の最上段、全幅を用いて「ソヴィエト、有人飛行に成功。地
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球周回中にパイロットは『気分良好』と報告」と、三行にわたるヘッドラインを

構成し、ソヴィエトのそれまでの宇宙での功績を写真付で特集した（35）。翌日の

同紙では、あるイギリスの科学者による「ソヴィエトの科学・技術はアメリカよ

り約三年は先行している」とのコメントが掲載されている（36）。

　世界初の人工衛星スプートニク 1号に続き、ユーリ・ガガーリン（Yuri 

Gagarin）による世界初の有人宇宙飛行によって、宇宙開発競争においてソヴィ

エトがアメリカを大きく引き離したことは、科学・技術大国を自認するアメリカ

に大きな衝撃をもたらした（37）。先に取り上げた『ライフ』1959年9月14日号に

おいても、オリジナル7の中の一人が、「宇宙空間へ打ち上げられる初のアメリ

カ人に、そして恐らくは初の人類となる（38）」とあるように、当時のアメリカは

世界初の宇宙飛行士を生み出すことに、ほとんど疑いを抱いていなかったように

見える。

　アメリカの科学・技術の優位性に対する信頼感が激しく揺らぎつつあるこのよ

うな状況下にあって、シェパードの飛行を特集した『ライフ』1961年5月12日

号の記事は彼の飛行の意義を半ば強引な論調で伝えざるを得なかった。そのこと

を顕著に示すのが、ソヴィエトのガガーリンとアメリカのシェパードによる宇宙

飛行の比較記事である。

a ．アメリカの科学・技術の優位性

　記事は次のように報じている。ソヴィエトの宇宙飛行士ガガーリンは自動操縦

による機体に乗せられた受身の乗客だったのに対し、シェパードの飛行はより洗

練された操作系によって自ら操縦、制御してなされたものだった。シェパードは

165個のダイヤルやスイッチ、レバー、そしてボタンによって機体の方向や姿

勢、速度などを操作し、無事に機体を飛行、着陸させた。しかし、ガガーリンの

機体の操作盤には主に4つの機器が示されているに過ぎなかった。そして、図4

と5に示した通り、記事はガガーリンとシェパードが乗ったそれぞれの機体のコ

クピットの写真を掲載し、アメリカの機体の複雑さを強調する（39）。アメリカの
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図 4. Life, May 12th, 1961, 22. ガガーリンのコクピット。

図 5. Life, May 12th, 1961, 23. シェパードのコクピット。

画像不掲載

画像不掲載



88

機体の複雑さを示すことで、アメリカの科学・技術がソヴィエトのものより優れ

ているという印象を読者に与える意図が、この記事には明らかに含まれている。

しかし観点を変えれば、飛行の大部分を自動操縦に任せることができたソヴィエ

トの科学・技術の方がアメリカと比すれば優れていた、ともいえる。事実、当時

のアメリカの宇宙開発に関する科学・技術はソヴィエトに大きく遅れをとってい

たことが、多くの専門家によって示されている（40）。

　また、シェパードによってなされたアメリカ初の宇宙飛行が15分に満たない

弾道軌道飛行であり、地球を周回することがなかったのに対し、ソヴィエトのガ

ガーリンによってなされた世界初の宇宙飛行は、弾道軌道よりも高く長い距離を

移動する地球周回軌道に乗ったものであり、地球を一周している。そして、その

飛行時間も1時間30分と、シェパードのものとは比較にならないほど優れたもの

だった。

　然るに記事は、上のように報じた。『ライフ』によるシェパードの宇宙飛行賞

賛の記事は明らかに国威発揚の効果を狙ったものであり、対ソヴィエト文化政策

の一端を担いうるものでもあったのである。また、このことは、『ライフ』が宇

宙飛行士に対して不都合な記事を書くことは無かったという、序において触れた

ハンブリンによる証言とも一致する。宇宙飛行士のみならず、アメリカの宇宙開

発計画を批判することは、アメリカを批判することと同義だったといえるだろ

う。故に、『ライフ』はシェパードの飛行の優位性をかくのごとく強調したので

ある。

b ．妻の反応

　今号においても、宇宙飛行士の妻による手記が掲載されている。その中でシェ

パードの妻、ルイスは、夫の助言に従って打ち上げをテレビ中継で見た際の様子

を記している。それによれば、50人以上の報道陣とカメラマンがシェパード家

の庭の芝生に集まり、家の前の道には車と人が列をなしていたという。また、打

ち上げ成功後には電報と電話が洪水の様に押し寄せた。さらに、打ち上げ直前に
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シェパード一家が食卓で手を取り合い、神に祈りを捧げる様子が撮影されてい

る（41）。打ち上げを家で見守り、夫の無事を神に祈る彼女は、1950年代後半から

1960年代にかけて模範的とされた妻の姿そのものだったといえる。

4．1963年9月27日号

　1963年に、ニュー9（New Nine）と呼ばれる9名の宇宙飛行士が新規に選出

された。ニール・アームストロング（Neil Armstrong）、フランク・ボーマン

（Frank Borman）、 チャールズ（ピート）・ コンラッド（Charles “Pete” 

Conrad）、ジム・ラヴェル、ジェイムズ（ジム）・マクディヴィット（James 

“Jim” McDivitt）、エリオット・シー（Elliott See）、トーマス（トム）・スタッ

フォード（Thomas “Tom” Stafford）、エドワード（エド）・ホワイト（Edward 

“Ed” White）、ジョン・ヤング（John Young）である。事故死したシーとホワイ

ト以外の全員が後にアポロ計画で船長を務めており、その内の3人が月面を歩い

た。彼ら9人の宇宙飛行士たちは、実質的にアポロ計画の中心的役割を担ったと

いえる（42）。

　今号では、彼らニュー9の特集が組まれている。この中で特に中心となったの

は、アポロ計画において使用される予定の最先端の科学・技術に関する記事、よ

り正確には、一般の読者にとっても理解しやすいような宇宙「らしさ」を演出す

る、いわば「小道具」についての記事が数多く掲載されたのである。本稿におい

て示される第四の特徴、「最先端の科学・技術を用いて宇宙を切り開く英雄」と

いう宇宙飛行士像が、再び強調され始めた。

a ．科学・技術

　記事によれば、宇宙で食事をすることは困難を伴う作業である。この問題は、

食物を乾燥させ、食事の際に特殊な装置を用いて水を加えることで解決されると

いう。そして写真には、新開発の宇宙食、乾燥スクランブル・エッグ、乾燥オレ

ンジ・ジュース、乾燥牛乳、乾燥タンドリーチキンと乾燥ミックス・ベジタブ
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ル、乾燥ソースつきの乾燥牛肉ステーキなどが並ぶ（43）。

　また、無重力状態の宇宙空間においては、食料を摂取する以外にも様々な困難

が付きまとう。地球と月の間の往復など、宇宙に長期滞在する場合に想定される

のが機器の故障と修理の必要性である。しかし、ハンマーを用いるなど地球上で

は容易に行える作業も、無重力の宇宙空間においては困難を伴うものとなる。な

ぜなら、無重力の宇宙空間ではハンマーを打ちつける人間に対し重力が全く作用

しないため、「作用、反作用の法則」が直に働いてしまうのである。つまり何ら

かの対策を採らなければ、ハンマーを打ちつけたことによって修理箇所に対して

発生したのと全く同じ強さの反発力がハンマーを握る人物に対しても作用し、重

力によって接地していないその人物は、反発力によって宇宙空間に押し出されて

しまうことになる。記事には、そのような事故を防ぐために新たに開発された

様々な工具や機器が、写真によって示されている（44）。

　図6

図 6. Life, September 27th, 1963, 30-31.

画像不掲載
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　また、図6のように、今号の表紙は、空軍のジェット輸送機が弾道軌道を描い

て大気中を飛行する際に発生する約30秒の無重力状態の間に、チューブに入っ

たアップルソースを飲む訓練をするボーマン、ラヴェル、スタッフォードの三人

の宇宙飛行士の様子によって構成されている。彼ら三人の身体は完全に宙に浮い

ており、スタッフォードは天地が逆さになっている（45）。このような宇宙飛行士

たちの姿が、当時においては目新しいものとして映ったことは想像に難くない。

そしてこの種の「小道具」は、以降も頻繁に『ライフ』に登場することになる。

b ．家族

　これまでの記事と同様に、今号でも、宇宙飛行士のみならず彼らの妻や子供た

ちの様子について取り上げられていることに触れておきたい。ニュー9それぞれ

の宇宙飛行士の家族写真が掲載されており、彼らの妻子の氏名と年齢も明らかに

されている。また、宇宙飛行士本人による短い手記も掲載されており、その中で

は彼らのミッションにかける意気込みなどが語られている（46）。このように、オ

リジナル7にみられた英雄としての宇宙飛行士たちのあり方と扱われ方はニュー

9においても継承されていた。

5．1965年6月18日号

　1965年6月3日、アメリカ人として初めて、宇宙飛行士エド・ホワイトが地球

周回軌道上での宇宙遊泳を成功させた。『ライフ』は「輝かしい宇宙遊泳（47）」と

題した写真特集を組み、その飛行を賞賛した。また、今号においても、当ミッ

ションで用いられた科学・技術についての記事や、宇宙飛行士の家族の様子が掲

載されている。

a ．科学・技術

　記事によれば、ホワイトとジム・マクディヴィットはジェミニ4号で地球を62

周し、ホワイトは時速2万8,000キロメートル（秒速約7.8キロメートル）で宇宙



92

遊泳を成し遂げた。ホワイトはその宇宙遊泳の際に、未だかつてどの宇宙飛行士

も見ることができなかった地球そのものの姿を見つめ、沸き立つような陶酔感を

味わった。地球は、ただそこに浮かんでいた。その光り輝く球体はどの天体より

も青く、そして限りなく神秘的だったという。そして、記事は16ページに渡っ

てホワイトの宇宙遊泳の連続カラー写真を示し、彼の宇宙遊泳の様子を伝えてい

る（48）。

　また、先に触れた1963年9月27日号の記事同様、当記事においても、宇宙飛

行士が使用する反動銃や宇宙服についてなどの科学的「小道具」が幾度も登場

し、それらについて細かく解説がなされている。例えば、反動銃は圧縮酸素に

よって作動するものであり、宇宙飛行士が宇宙空間を移動する際に用いられる。

また、宇宙服は、太陽光の下では華氏250度、日陰では華氏マイナス150度に達

する宇宙空間で、宇宙飛行士を完全に保護することが出来るという（49）。

　図7

図 7. Life, June 18th, 1965, 26.

画像不掲載
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　さらに、「ここに座ったまま、カリフォルニア沿岸を一目で見ることができ

る（50）」という言葉と共に、ホワイトがジェミニ4号のハッチを開け、青く輝く

地球を背景に宇宙空間を漂う様子を捉えた写真は、読者に大きな驚きと高揚感を

もたらしただろう。また、図7に示したとおり、「この宇宙飛行はスタントなど

ではなく、ドッキング飛行や緊急修理活動の際に、未来の宇宙飛行士たちが用い

なければならない技術の意図的かつ順序だったテストである（51）」という解説と

共に示されたカラー写真には、青い地球を背景に、ホワイトの白い宇宙服に縫い

付けられた赤と青の星条旗が鮮やかに収められている。この写真には、今後も宇

宙空間においてアメリカが重要な役割を果たしていくであろうことを、読者に印

象付ける効果があったとみられる。

b ．家族

　先述した通り、今号においても宇宙飛行士一家の様子が掲載されている。その

記事には、彼ら宇宙飛行士の家族も一般の家庭と何ら変わるところはないという

ことを示そうとした意図がみられる。それは、マクディヴィット家の子供たち

が、独占取材を許されていた『ライフ』以外の報道陣を避けるために家の中に留

まるように指示されていることを紹介し、自転車に乗って近所の商店に行きガム

を買いたいと子供たちが不満を洩らしていることや、ホワイト家の6歳半になる

娘アンが記者のノートに落書きをし、はしゃぐ様子を報じていることからも明ら

かである（52）。

　ただ、ホワイト家の 11歳になる長男は非常に礼儀正しく、必ず「サー」や

「マダム」の敬称をつけて報道陣に受け答えすることも紹介されている（53）。この

ように両一家の子供たちの健やかで礼儀正しい姿が明らかにされたことで、この

記事は、宇宙飛行士の妻たちが堅実に子供たちを育て上げる良き母であり、良き

妻でもあるという印象を読者に与えることになった。また同時にこの記事は、宇

宙飛行士たちの家庭が安定しており、宇宙飛行士たちが模範的な父親であり夫で

あるということを読者に示すものでもあった。
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６．1967年2月10日号

　1967年1月27日、打ち上げカウントダウンのシミュレーション中、発射台に

据えられたアポロ 1号の司令船内で火災事故が発生し、ガス・グリソム、ロ

ジャー・チャフィー（Roger Chaffee）、エド・ホワイトの三人の宇宙飛行士が死

亡した。純酸素100パーセントで満たされた司令船内部で配線不良によるスパー

クが発生し、爆発的な火災が生じたのである。機内からはハッチを開けることが

できないよう設計されていたことも、事態を深刻化させる一因となった。アメリ

カ人として初めて宇宙遊泳を成功させたホワイトは、アメリカ空軍士官学校のあ

るウェスト・ポイントに、そして、オリジナル7の一人でベテランのグリソムと

新人宇宙飛行士のチャフィーはアーリントン国立墓地に葬られた（54）。

　この事故を受けて、1967年2月10日号の『ライフ』は、「英雄たちへの敬礼と

告別」と題した記事を掲載した。そこでは、アーリントン国立墓地に葬られたグ

リソムとチャフィーの葬儀と、ウェスト・ポイントで行われたホワイトの葬儀の

様子が詳らかにされている。記事は以下のように始まる。

　とある晴れつつも肌寒い日、共に働き、共に死んだ三人の勇敢な男

たちに、最後の敬礼が捧げられた。ガス・グリソムとロジャー・チャ

フィーは、最大級の名誉と共にアーリントン国立墓地に葬られ、ウェ

スト・ポイントではエド・ホワイトの厳粛な軍隊式の葬儀が執り行わ

れた。両地は、抑制された悲しみに覆われた。アーリントンでは、

ジョンソン大統領（Lyndon B. Johnson）が彼らの妻たちにささやきか

け、呆然としている子供たちを落ち着かせ、そして青白く震える両親

を慰めた。大統領は、国家への奉仕の中で命を落とした者の家族と共

に悲しみを共有したが、その厳粛な彼の態度は、悲しみの共有がいか

に辛いものであるかを物語っていた（55）。　　図8
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　記事にはその他にも、葬儀に参列した宇宙飛行士たちがそれぞれの所属する軍

の礼服を着用し、敬礼の姿勢をとる様子や、背中に人を乗せていない三頭の黒馬

が棺を引いていく様子、また悲痛な面持ちの宇宙飛行士の妻や、子供たちの様子

などが掲載された。そしてジョンソン大統領は、三人の宇宙飛行士たちを「勇敢

な男たち」と評し「国家の悲しみ」を表現したと、記事は伝えている（56）。

　事実、このアポロ1号の事故は大きな衝撃をもって迎えられた。ABCニュース

は事故直後、即座に臨時ニュースを放送し（57）、『ニューヨーク・タイムズ』紙は

トップ記事で「三人のアポロ宇宙飛行士が火災事故で死亡。グリソム、ホワイ

ト、チャフィー、発射台でのテスト中にカプセルに閉じ込められる（58）」と報じ

た。

　今号の記事は、オリジナル7の時代から続く、宇宙飛行士は国家的目標を達成

するために国へ奉仕する模範的かつ英雄的な人々だというイメージを、否が応に

も読者へ再び印象付けることになった。そもそも、アーリントン国立墓地に葬ら

れるのは国家へ多大な貢献をなした人々のみである。『ライフ』は、その葬儀に

大統領が参列し「勇敢な」宇宙飛行士たちの死を「国家の悲しみ」と表現したこ

と、そしてその家族らが悲しみにくれる様子などを報じた。その結果、勇敢で愛

国的で家族を愛する宇宙飛行士という姿がこれまで以上に強調されることになっ

たといえる。また、大統領が宇宙飛行士たちの死を「国家の悲しみ」と表現した

ことには、英雄としての宇宙飛行士という職業が、他ならぬ大統領によって権威

図 8. Life, February 10th, 1967, 20-21.

画像不掲載
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付けられるという効果もあった。そして、宇宙飛行士たちが宇宙服ではなく各々

が属する軍の礼服を着て敬礼をする姿は、彼らが今も軍人であり、国家へ奉仕す

るために働いていることを、また宇宙開発は常に危険と隣り合わせであることを

読者に再認識させたといえるだろう。

７．特別号『月へ、そして帰還』

　1961年5月に行われたケネディ大統領による演説以降、合衆国は国を挙げてア

ポロ計画を推進してきた。そしてついに、1969年7月20日、アポロ11号の船長、

ニール・アームストロングと月着陸船パイロット、バズ・オルドリンの二人のア

メリカ人宇宙飛行士は人類として初めて月面へ着陸し、翌21日その表面を歩き、

彼らは月周回軌道で待機していた月司令船パイロット、マイケル（マイク）・コ

リンズ（Michael “Mike” Collins）と共に、無事、地球へ帰還した。

　アポロ11号による人類初の月面到達を記念し、『ライフ』は異例の特別号を出

版した。今号は写真誌としての特性を活かし、アポロ11号のクルーが撮影した

写真を30ページ以上に渡って掲載している。その他にも、『ライフ』の記者によ

る取材で構成された、アームストロング、オルドリン、コリンズの三人の宇宙飛

行士たちの軌跡についての記事や、彼らが家族と共に過ごす様子、そしてこれま

でのアメリカの宇宙計画の成果についての記事などがみられる。今号において

も、これまでの記事同様、彼ら三人は妻と子供を愛する家庭的な男たち、あるい

は勇敢で愛国的な男たちとして描かれたのである（59）。

　しかし注目すべきは、これまでの宇宙飛行士とは違い、彼らが単に模範的で英

雄的な未来を担うアメリカ人として描かれただけではなく、「科学・技術によっ

て達成される人類の進化を実現化する存在」として規定されたということであ

る。確かにこれまでの宇宙飛行士たちも、最先端の科学・技術と一揃いの存在で

あり、宇宙を切り開く英雄とされた。しかし以下にみるように、アポロ11号の

クルーたちに与えられたイメージは、それをはるかに凌駕するものだった。

　ルドン・ウェインライト（Loudon Wainwright）による「人類が惑星という
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名の揺りかごを離れた日の夜明け」と題された記事は、アポロ11号の打ち上げ

を次のように伝えている。ウェインライトは、オリジナル7の時代からアメリカ

の宇宙開発を見守り、宇宙飛行士たちに取材を行い、彼らに熱狂してきた一人

だった。しかしアポロ1号の火災事故の後、ウェインライトの宇宙飛行士に対す

る熱意は徐々に冷めていってしまった。しかし、ウェインライトの気持ちは「神

によって」変化を遂げたという。それは、アメリカの宇宙開発計画の総指揮を

執っていたワーナー・フォン・ブラウン（Werhner von Braun）が、打ち上げ前

夜の演説で次のように述べた時だった（60）。

　ニール・アームストロングが月面に一歩を踏み出す時に我々が手に

するものは、人類の進化における完全に新しい一歩です（61）。

　この記事の題に用いられた「揺りかご」という比喩は、人類が心地よく保護さ

れた地球という環境を抜け出し、新たな段階へと「進化」することを表してい

る。この象徴的な題は、記者のウェインライトのみならず、当時のアメリカによ

る、アポロ計画に対する評価を的確に表現したものだと考えられる。

　確かに主語は、「アメリカ」ではなく「人類」である。だが、事実上この「進

化」を牽引していったのは、他ならぬアメリカだった。むしろフォン・ブラウン

によるこの言葉は、アメリカこそが人類を代表し史上初の月面到達を成功させ、

ひいては人類の進化を達成させた、というアメリカ人の意識の表れであるといえ

よう。それは、アポロ11号の月着陸船の前脚に取り付けられた銘板にある「わ

れわれは全人類のために、平和のうちに訪れた（62）」の言葉にも表れている。つ

まり、地球という揺りかごから抜け出すことの叶わなかった幼年期の人類は、ア

メリカによって、さらにその上の段階に達したのである。それ故、その立役者と

なったアポロ11号のクルーたちは、これまでの宇宙飛行士たちを超えた英雄、

つまり人類の「進化」を科学・技術によって実現化した存在として扱われ、それ

が「人類が惑星という名の揺りかごを離れた日の夜明け」という題を生み出した
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のである。月面に翻る星条旗とその傍らに立つ宇宙飛行士の写真は、「アメリカ

の科学・技術によって達成された人類の進化」をこれ以上ない形で示したといえ

る。　　図9

III．結論

１．1960年代アメリカのエートス

a．家族

　序論でみた通り、宇宙飛行士たちの中には飲酒や女性などの問題を抱える者が

いた。然るに『ライフ』誌は彼らを「腫れ物にでも触るように」扱い、彼らに不

都合なことを書くことは決してなかった。彼らは、「アメリカ的な美徳と魅力を

備えた模範的かつ英雄的な、未来を担うアメリカ人」として描かれた。

　この宇宙飛行士のイメージを生み出したものは、1950年代後半から1960年代

にかけてアメリカ社会において重んじられ、美徳とされた社会通念、いわば当時

のアメリカ社会のエートスだったと考えられる。

図 9. Life Special Edition: To the Moon and Back, 1969, 17-18.

画像不掲載
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　第一に、宇宙飛行士たちは、妻や子供、両親など家族を愛する男として描か

れ、彼らの妻たちは、国家と夫を信頼し堅実に子供を育て上げる良妻賢母として

描かれた。そのような彼らの姿は、どの宇宙飛行士の記事にも登場するものだっ

た。この宇宙飛行士のイメージが生み出されたのは、当時、家族的であることが

一家の長に相応しいあり方だとされていたからである。

　家族、社会、女性史を専門とするステファニー・クーンツ（Stephanie 

Coontz）によれば、1950年代においては、家族は社会における最も基本的な制

度として賞賛され、すべての階級、人種集団に爆発的なベビーブームが起こり、

アメリカは「子供中心」社会となった。そして、夫と子供の世話に専念すること

が女性たちにとっての最重要課題になった。また、女性だけではなく男性たち

も、自らのアイデンティティと自己イメージを、家庭内での役割や親としての役

割に見出すように求められた。結果として、男性たちにとっては家庭的であるこ

とが「ミドルクラスのステイタスと上昇志向を示す指標」となったという（63）。

このアメリカ社会における変化が、宇宙飛行士たちに与えたであろう影響を無視

することはできない。

　また、1960年代後半において、アメリカの離婚率が急上昇したことにも目を

向ける必要があるだろう。15歳以上の既婚女性1,000人当りの離婚者数は、1950

年の10.3人と1952年の10.1人を除き、1950年代を通して9人台という水準で推

移していた。しかしそれが一転、1966年には10.9人、そして1970年には14.9人

が離婚している（64）。当時のアメリカは、女性の社会進出が大きなテーマとして

取り上げられた時代でもあった。アメリカの家族のあり方は、宇宙開発計画が最

も盛んだった1960年代を通して、大きな変化を遂げていたのである。

　しかし1950年代に誕生した宇宙飛行士とその妻たちは、これまで通り「模範

的な」家族であり続けねばならなかった。離婚率が上昇すればするほど、彼らは

「古き、良き」家族のあり方を、身をもって示さなければならなかったといえる

だろう。それ故、1960年代においても、宇宙飛行士たちは良き父であり良き夫

とされ、婦人たちは良き母、そして良き妻たちだとされたのである。
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　また、妻子がおり、彼らに何不自由なく生活させているということが、成人男

性の人格、性格の安定を示す一つの指標だった。当時、独身男性は「未熟者」、

「幼児的」、「ナルシスト」、「異常」あるいは「病的」とさえ言われたという（65）。

　さらに、妻たちが最も宇宙飛行士と近い距離にいる「一般人」だったことには

大きな意味があったといえる。一般人たる彼女らが、宇宙飛行士たちに対してど

のような意見を持っているのかということは、一般の読者にとっては大きな関心

事だったのではないだろうか。それ故に『ライフ』には、あれほどの頻度で宇宙

飛行士の家族と妻についての記事が掲載されたのである。

b ．勇敢さと愛国心

　第二に、宇宙飛行士たちは、勇敢で愛国的な男として描かれた。彼らの多くが

軍に所属するテスト・パイロット出身だったことは、そのイメージを強固にする

一因だった。彼らは自らが備える冷静さ、精確さ、状況判断力などを自らの実戦

経験やテスト飛行の経験を通して主張した。彼らは、「ライト・スタッフ」を備

えていた。

　また、初期の宇宙開発計画においてはアメリカのロケット技術は未熟であり、

マーキュリー計画で用いられたロケットは、何度も打ち上げ失敗を繰り返してい

た。戦争体験やテスト飛行のみならず、非常な危険を伴う最先端の科学・技術を

用いた計画に、宇宙飛行士たちが自ら進んで無給で携わっていたことは、彼らの

勇敢さと愛国心を示すものでもあった。アポロ1号の三人の犠牲者についての記

事は、そのことを読者に再確認させるものだった。

　さらに、彼らが軍人だったことは、冷戦期アメリカにとっては大きな意味を

持っていた。なぜなら、彼らはソヴィエトをはじめとする東側陣営から、祖国ア

メリカを防衛していたからである。この経歴が、彼らを勇敢で愛国的な人々足ら

しめた。

　1950年代後半から1960年代の米ソ冷戦の様相が、まさに緊迫したものだった

ことを忘れてはならない。ソヴィエトによるスプートニク1号の打ち上げ成功以
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降、アメリカ国内でミサイル・ギャップ論争が過熱し、ミサイルの開発が急がれ

た。そして、1962年のキューバ危機では、世界を二分した全面核戦争が現実の

ものに成りかねない危機的な状況に陥った。さらに、1965年にはヴィエトナム

戦争が始まり、共産圏の一層の拡大が懸念された。1960年代末には、デタント

と呼ばれる緊張緩和の時代に入ったが、それでもなお、両国家の関係は激しい緊

張状態にあったのである。

　このような時代のアメリカにおいて、自らの命の危険を顧みずに自発的に合衆

国へ奉仕することは、特に賞賛されるべき模範的で英雄的な行動だったといえる

だろう。また、それが故に、宇宙飛行士たちも『ライフ』に自らの実戦経験を好

んで語ったのだと考えられる。

c ．キリスト教

　第三に、熱心なクリスチャンである者はそのことを強調した。特にグレンとそ

の妻は、自らのキリスト教信仰とそれを中心とした生活について語った。ジョン

がクリスマスの意味を教えるために子供たちにとった行動は、彼が熱心なキリス

ト教徒であり、強い倫理観を備えていたことを読者に強烈に印象付けただろう。

また、『ライフ』は、アメリカ初の宇宙飛行を成功させたアラン・シェパードの

妻、ルイスが、打ち上げを家で見守り夫の無事を神に祈る様子を報じた。

　1960年代後半においてもなお、キリスト教は宇宙飛行士たちの属性として重

要な役割を担っていた。例えば、1968年のクリスマス・イヴに世界初の有人月

軌道周回飛行を成功させたアポロ8号では、月軌道上から地球を撮影しながら、

宇宙飛行士たちが創世記の冒頭を読み上げる様子をテレビ中継している（66）。

　宇宙飛行士とその家族たちがキリストとの関わりを前面に押し出したのは、こ

れも同じく当時の社会通念が宇宙飛行士たちの行動に影響を与えたからである。

時代は遡るが、1950年代はマッカーシズムの時代だった。すでに1938年に発足

していた非米活動委員会（the House Un-American Activities Committee: 

HUAC）の活動が盛んになり、彼らは「非アメリカ」的なものを共産主義的で
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不道徳だとし、激しく糾弾した。反共産主義は、社会ヒステリーの域にまで達し

たのである。そして非キリスト教的なものは、非アメリカ的であるとされた。

1956年の『十戒（67）（The Ten Commandments）』、1959年の『ベン・ハー（68）（Ben-

Hur）』など、キリスト教的な映画が数多く作られたことにも、キリスト教が社

会において大きな関心事であったことが表れている。これらの映画は、1950年

代にハリウッドに吹き荒れた「赤狩り」の影響によって誕生していた。

　宇宙飛行士という職業が誕生したのは1959年だが、非キリスト教的なものは

非アメリカ的であるという社会通念が、1960年代においてもなお依然として蔓

延していたことに疑いの余地は無い。

　また、1960年代は、1963年のシドニー・ミード（Sidney E. Mead）による

『アメリカの宗教（69）（The Lively Experiment）』や、1965年のハーヴィ・コックス

（Harvey G. Cox）による『世俗都市（70）（The Secular City）』など、キリスト教神

学者からのアメリカ社会への問題提起が多くなされた時期でもあった。先に触れ

た宇宙飛行士の家族像同様、社会が様変わりしつつある1960年代においては、

宇宙飛行士たちはより一層「古き、良き」美徳を体現する存在であることが求め

られたのである。彼らは明らかに、1950年代のアメリカ社会を引きずっていた。

　上記の三つの宇宙飛行士の特徴は全て、当時のアメリカ社会のエートスに由来

していた。いわば、彼らは模範的市民のあるべき姿を体現していたのである。ア

メリカを代表する彼らが、スキャンダラスに描かれてはならなかった。

　さらに、ここで『ライフ』という雑誌の性格についても考慮しなければならな

いだろう。創設者のヘンリー・ルース（Henry R. Luce）は、キリスト教伝道師

だった父の強い影響を受け、アメリカに対する強い忠誠心を植え付けられて成長

したという。それは、「私はアメリカに対してあまりにロマンティックで理想的

な見方を手に入れたのだと思う」と、自ら後に語るほどのものだった（71）。

　彼はイエール大学を卒業後、『タイム（Time）』、『フォーチュン（Fortune）』、

『ライフ』などの雑誌を創設し、自ら筆を取ることもあった。例えば彼は、

1941年2月7日号の『ライフ』に「アメリカの世紀（The American Century）」と
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題する記事を掲載し、ヨーロッパの戦線に介入しない合衆国に対し、「世界で最

も強大で不可欠な国家としての義務と機会」を自覚し、その影響力を行使せよ、

と主張している（72）。このような保守的な『ライフ』が、宇宙飛行士らを「家族

を愛する愛国的なクリスチャン」として描いたのは、当然のことだった。

　だが、それだけでは「新時代」の英雄にとっては不足だった。1950年代後半

から1960年代の英雄として宇宙飛行士を最も強く特徴付けていたものは、彼ら

の持つ、いわばエリートとしての魅力だった。つまり、第四の特徴、宇宙飛行士

たちは何よりも先ず、「最先端の科学・技術を活用し、宇宙を切り開く英雄」と

されたのである。

２．アメリカの未来の体現者

　宇宙飛行士たちは事実、「エリート中のエリート（73）」だった。『ライフ』の記

事で披露された数々の科学・技術は、そのイメージをより一層高めるための「小

道具」として機能していた。宇宙飛行士たちが、「無学な」テスト・パイロット

でなかったことは特に重要である。特にニュー9以降、宇宙飛行士たちの選考基

準が一段と高められ、彼らには、工学士あるいはそれに相当する学力を有してい

ることが求められた（74）。例えばピート・コンラッドはプリンストン大学で学士

号を（75）、デイヴィッド・スコット（David Scott）はマサチューセッツ工科大学

で修士号を（76）、そして、バズ・オルドリンは同じくマサチューセッツ工科大学

で博士号を取得している（77）。事実、宇宙飛行士たちは、自らが搭乗するアポロ

宇宙船の設計に関わらなければならなかった（78）。彼らには、高度な工学的知識

が求められたのである。宇宙飛行士たちは、いわば文武両道のエリートだった。

　また、アポロ計画は、これまでに人類によって成し遂げられてきたどの計画よ

りも、「科学・技術的」だったといえる。例えば、アポロ計画のスケールは、こ

れまでの宇宙開発計画とは比較にならないほど壮大なものだった。地球の直径は

約1万2,700キロメートル、月の直径は約3,400キロメートルであり、両者の間は

約38万4,400キロメートル離れている。地球をバスケットボールに例えると、月
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は地球から約7メートル離れたところにある野球ボールになる。アポロ計画では

地球と月を往復したが、月との往復はそれまでの地球周回飛行よりはるかに精確

さを求められるものだった。アポロ以前に成し遂げられた地球周回飛行の最高到

達高度はわずか1,370キロメートルであり、バスケットボールではその表面から

2.5センチメートルあまり浮き上がったところに過ぎなかった（79）。

　また、アポロ計画で宇宙飛行士を月面に運ぶために開発されたサターンV・ロ

ケット（Saturn V）の全長は約111メートル、直径10メートルで、自由の女神を

縦に二つ並べたものよりもさらに20メートルほど高かった。第一段ロケットに

動力を与える5基のF1ロケット・エンジンはそれぞれ直径3.7メートルのノズル

を有し、一秒に約20トンもの燃料を消費した。打ち上げ時には、これらのエン

ジンが、およそ約3万4,000トンの推進力を供給する。このエネルギーは、およ

そ1億6,000万馬力に相当した。そして、クルーが搭乗するアポロ司令船の航行

速度は、最高で時速約 4万キロメートル、実に秒速約 11キロメートルに達し

た（80）。これは、東京・大阪間をわずか37秒で結ぶ速度である。

　エンジン工学、航空宇宙工学、誘導システム、電子工学、通信、医学、生理

学、環境制御、あるいは完全に新しい金属や繊維、果ては宇宙食など、NASA

とアポロ計画にまつわる全てのことが、月を目指すために新たに開発された最先

端の科学・技術の成果によって成り立っていた。ロケット・サイエンス（rocket 

science）という英語表現は「非常に高度な理論、あるいは科学・技術」を意味

するが、これはアポロ計画をはじめとする、アメリカの宇宙開発計画に用いられ

た科学・技術の水準と要求の高さを示すものであるといえよう。

　そして、1960年代、宇宙はアメリカにとっての未来が展開されるべき場だっ

た。オリジナル7のガス・グリソムは『ライフ』1961年3月3日号で、マーキュ

リー計画が、「人類が存在する限り続けられる偉大な計画」のさきがけとなると

考えていることを明かしている（81）。さらに、1959年9月14日号では、ディーク・

スレイトンが、「今後千年の間に人類が取り組むであろうことの最初の段階」に

彼ら宇宙飛行士はいるのだと思う、と記している。そして彼は、アメリカは今後
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50年で太陽系以外の星を探索することができるようになると思う、と続けてい

る（82）。

　グリソムやスレイトンによる発言は、アメリカの未来は宇宙空間において展開

されるだろう、という1960年代のアメリカに見られた未来観の表れだった。つ

まりアメリカにとって、宇宙は即ち未来を意味したのである。

　ところで、この未来観は、科学・技術によって人類は発展し続け、それを担う

のは他ならぬ科学・技術大国アメリカである、というアメリカに特有な、運命

論・進歩史観的な歴史観に由来していると考えられる。この歴史観は、19世紀

後半以降アメリカが科学・技術の最先端を常に走り続けてきたことに由来する。

そして、この歴史観はアメリカを月へと導いた原動力でもあった。宇宙開発競争

においてソヴィエトに幾度となく先行を許したアメリカにとって、宇宙空間とい

う未来が展開されるべき場への一番乗りは、他でもなくアメリカによって実現さ

れるべきものだったのである（83）。そして、宇宙飛行士たちは、その歴史観の正

しさを証明する英雄だった。

　オリジナル7のジョン・グレンが自覚していたように（84）、彼らはまさにアメ

リカの未来を担っていた。そして、アポロ11号のクルーたちは、ついに月面に

到達することによって人類を新たな段階へと引き上げた。月面に降り立った時、

アポロ 11号船長のニール・アームストロングが発した「これは一人の人間に

とっては小さな一歩だが、人類にとっては偉大なる跳躍である（85）」という言葉

や、前掲の「人類が惑星という名の揺りかごを離れた日の夜明け」という『ライ

フ』の記事の題にも、上記の進歩史観を見出すことができるのは興味深い。そし

て、この進歩史観を身をもって実証する存在だったからこそ、彼らは新時代の英

雄たりえたのである。

３．課題と展望

　概観してきたとおり、1950年代後半から 1960年代にかけて、宇宙飛行士は

四つの特徴を備えた存在として描かれ、その英雄像は当時のアメリカのエート
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ス、そして未来観を顕著に反映していた。今後、アメリカによる有人火星飛行が

現実のものとなった際、メディアは彼ら宇宙飛行士をどのように描くのか、そし

てどのような人物が選抜されるのか、注目すべきところである。

　だが、本稿が扱ったのはアメリカの宇宙飛行士のみであり、もう一方の宇宙開

発の雄、ソヴィエトの宇宙飛行士像を解明するには至らなかった。また、宇宙飛

行士たちの妻をジェンダー研究の枠組みの中で扱うことが叶えば、より大きな成

果を挙げることが出来ただろう。これらは今後の課題としたい。

　最後に、アメリカの宇宙飛行士全員が、白人男性だったことにも触れなければ

ならない。この事実を前にして、黒人をアメリカの代表として選ぶことが政治的

に難しかったからではないか、と推測することは容易である。しかし注目すべき

ことに、ケネディ大統領は黒人の就学率を高めるために黒人宇宙飛行士を誕生さ

せようとしていたという（86）。

　実際に、エド・ドワイト（Ed Dwight）という黒人パイロットが、宇宙航空研

究パイロット学校を卒業したことがあった。だが彼は、宇宙飛行士プログラムに

志願し不合格となっている。その学校の校長だったチャールズ（チャック）・

イェーガー（Charles “Chuck” Yeager）によれば、ドワイトには入学に必要な飛

行経験や工学知識の素養が不足していたにもかかわらず、ホワイトハウスが空軍

に圧力をかけて彼を宇宙航空研究パイロット学校に入学させたのだという。つま

り、彼の不合格は人種的偏見によるものではなく、純粋に彼の能力の問題だっ

た（87）。

　また、1967年、空軍は宇宙航空研究パイロット学校の黒人卒業生ロバート・

ローレンス（Robert Lawrence）を、有人軌道周回実験計画のパイロットに選抜

した。しかしその後まもなく、ローレンスはF-104ジェット機で墜落、死亡して

いる（88）。黒人宇宙飛行士が誕生しなかった理由は、以上の通りである。

　これらを事実として受け入れれば、宇宙飛行士の選抜は肌の色によるものでは

なく、あくまでも技術的な問題だったといえる。これには一定の説得力がある。

技術的に不適格な者を宇宙飛行士として宇宙に送り、取り返しのつかない惨事を
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招いてしまうことは、国家の威信に関わる問題だからである。アポロ11号で月

司令船パイロットを務めたマイク・コリンズは、当時の黒人や女性の中に、宇宙

飛行士になる際に有利となる、航空関係の技術者やベテランのテスト・パイロッ

トがいなかったことも、当時に黒人の、あるいは女性の宇宙飛行士が誕生しな

かった一因だとしている（89）。

　「仮に」当時のアメリカに黒人宇宙飛行士が誕生していたとすれば、『ライフ』

は彼のことをどのように報じただろうか。本稿では、あくでも『ライフ』が選抜

された宇宙飛行士らにどのような英雄像を与えたのか、ということのみを扱っ

た。しかし、穿った見方ではあるが、当時の『ライフ』にとって、宇宙飛行士全

員が白人男性だったことは、彼らを英雄として扱う上で好都合だったといえるだ

ろう。
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The Heroic Image of the Space Age: 
American Ethos and Its Future in the1960s

AOTO, Yoshitaka

This article aims to reveal the four characteristics of the heroic image of 

American astronauts in the Cold War era. In 1959, Life magazine started exclusive 

contract with the astronauts. On a tacit agreement, the magazine was forced to 

depict them as ideal American models. At the same time, the astronauts were also 

forced to act in that manner, because they represented the United States and raced in 

space against the USSR. That paradoxically means one can discover the essence of 

the ideal American models in the Cold War period, by closely examining the articles 

about the astronauts in Life magazines.

The author explored all the issues of Life magazines which featured the 

astronauts and the American space programs, and analyzed seven to demonstrate 

how the astronauts were defined in Life magazines.

Conclusion is as follows; the astronauts were the national heroes who embodied 

the ideal American models in four different ways. Firstly, they were brave and patriotic; 

they had the right stuff. Secondly, the astronauts loved their families. Thirdly, they were 

good Christians. The three above reflected American ethos from the late 1950s to the 

1960s, and were the requirements to establish the astronauts as national heroes. Finally, 

they were those who scientifically shaped the hopeful future of the United States. 

Indeed, they were required to have highly advanced scientific and engineering 

knowledge to carry out the Apollo Program. And moreover, space in the 1960s was the 

place where the future would develop. By exploring space, the astronauts 

demonstrated the progressive view of history which the Americans of the 1960s held.




