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1 ．は じめに

　 1989年 10月 9 日号 の Newsweek の 表紙 は ソ ニ ーに よる コ ロ ン ビ ア映画買収の話題 を受けて 日

本 の 芸者が 自由の 女神像の ス タイル で右 手に た い まつ を掲 げて い るイラ ス トが大 きく描かれて

い たLi） 日本企業 の ア メ リカ進出 （侵略 ？）を皮 肉 っ た もの と思われ るが 、しか しなぜ 、た とえ

コ ロ ン ビ ア 映画の シ ン ボ ル マ ー
クが 自由 の 女神 とは い えア メ リカ を代表する雑 誌の

一
つ が 日本

の 経済進 出 とい うテ
ー

マ を何の 関係 もない ゲ イシャ
・
ガ
ー

ル を描 い て表現す る の で あろ うか 。

しか しなが らア メ リカ映画 にお い て は こ の 種 の 日本 を表す方法が 多く見 られるの で ある。アメ

リカ の 映画産業 は こ の ゲ イシ ャ
・ガ

ー
ル に象徴 され るよ うなア メ リカ人の

一
方的な思 い 込み を

その ままス クリー
ン の上に具現 化 し、 そ して ア メ リカ大衆の 間に ス テ レ オ タイプ化 された 日本

人の イメ
ー

ジ をつ くりあげる役 目を担 っ て きた と考え られ る。こ の 日本 の イメ ー
ジ をア メ リカ

の 著 名な雑誌 が ア メ リカ の 読者に強 く日本 を意識 させ るため に利用 した として も不思議で は な

い o

　た だ Newsweek と映 画 と の 間には その 姿勢に お い て大 きな違 い が ある 。
　 Newsweek の よう

な雑誌 、加 えて 新聞、テ レ ビ ニ ュ
ー

ス などの 報道 メ デ ィ ア にお い て はプ ロ の ジ ャ
ー

ナ リス トや

知 日派 の 学者が 多少 の 誤解や偏見が ある に して もそれ な りに 評価で きる 日本の 情報 を責任の 所

在 をは っ きりさせ て アメ リカ の 大衆に送 り出す。 しか しなが ら娯楽 と い う性格 を持 つ 映画の 世

界 にお い て はプ ロ デ ュ
ー

サ ー、デ ィ レ クター、シ ナ リ オ ライターなど 日本 に関す る知識 の 有無

を問われない 人々 が ア メ リカ の 大衆に向か っ て、日 本人に対する 自分 た ちの 思 い 込み を （た と

え それが誤 解や偏見そ の もの で あ っ て も）ス ク リー ン の 上で 自由 に表現する こ とが許 されて い

る 。 言 い 換 えれ ば 報道メ デ ィ ア が 、あ る程 度事実に 基 づ い た 表 （建 て前）の 対 日イ メージ を示

して い る の に対して 、 映 画 は ア メ リカ大衆の 持 つ
一

方的な思 い 込み と して の 裏 （本音）の 対 日

イメージ を反映 して い る と考 える こ ともで きる。

　本研究は こ の 点 に ス ポ ッ トをあてて ア メ リカ 大衆の 本音 として の 対 日イメー
ジ をハ リウ ッ ド

映画 を とお して探 ろ うとす る もの であ る。ただ し今 回試み よ うと して い るの は現代の 日本 の イ

メージ で あるため研究対象 と して の ア メ リカ映画は 原則 として戦後製作 され た もの で しか も現
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代 を舞台 とし て い る作品 と し 、 サ ム ラ イ、軍人など過去 の 日本 に存在 した もの を描 い て い る ア

メ リカ映画は特殊 な設定 を除 い て今 回の 調査 の対 象か ら外 した 。

2．ア メ リカ 映画の 影響 力

　 さて ア メ リカ大衆 の 間にある種 の 日本 の イメージ をつ くりあげる と思われ る映画はア メ リカ

国内に お い て どの ような影響 力を持 っ た存在 なの で あろ うか 。 1988年の 全米にお ける映画の 興

行総収入は 43億 8千万 ドル で12［観客動員数は 1985年以降、毎年の べ 10憶 人を超 えて い るt3〕こ れ

は全米約 2万軒の 映画館 へ 2億 4 千 万 人の ア メ リカ人が年 4 回以上 足 を運 ん で い る こ とを意味

して い るL4｝ た とえば現在 まで の興行収 入 1位 の バ
ッ トマ ン e89 ）は今 日 まで 2億 5

，
000万 ドル

を稼 ぎだ し、平均 入場料 を ＄ 5 として計算する との べ 5，000万 人 の ア メ リカ人 を動貝 した こ とに

な るLS｝ こ の よ うに 日本で は斜 陽 となっ て い る映画 も娯楽 とは い えア メ リカ国内で は相 当の 影響

力 を持 っ て い る こ とが わか る 。

　 さら に ア メ リカ人が映画 を観 るの は劇場だ け とは限 らな い 。現在 ア メ リカに は映画専門の ケ

ープ ル テレ ビ （Pay ・TV ）局が い くつ か ありその 中で最 大の Pay−TV 局 Home 　Box　Office（HBO ）

は 1，450万世帯、Show 　Time は 1，000万世帯 と契約 を結ん で い る の で映画は この分 野で も多くの

ア メ リカ入に 鑑賞されて い る曽
｝
さ らに ビ デ オ化 され た映画は好 きな映画 を好 きな時に 観 る こ と

が で きる とい う点 にお い て劇場公開や Pay−TV の 映画 よ り手軽 に楽しめ る とい う利点が ある 。

VCR （VTR ）の普 及率 は 1988年すで に 60％ を超 えて お り17， ビ デ オ 映画 は レ ン タル 、販売 を問わ

ず既 に
一
般化され た現象で あ り、1989年の 後半 （9 月一12月）だ けで レ ン タ ル 映画 は 6億 ドル 以

上稼 ぎだす産業に成長 して い るIS， こ の ようにア メ リカ人は
一本の 映画を劇場で公開された あ と、

ビ デ オ 、Pay・TV 、そ して部分 的にカ ッ トされ る とは い え
一般の テ レ ビ番組 として何 度 も観 るチ

ャ ン ス が ある。従 っ て ア メ リ カ社会 に お い て 映画は もしその 中に 日本人が登場す る機会 が ある

とすれば新聞や 雑誌 と同 じ く対日イメ ー
ジの 形成に大 きな影響を与えて い る と い え よ う。

（e）

3 ．今回調査の対象とな っ たア メ リ力 映画

今 回調査の 対象 とした の は ジ ャ ン ル 別 に A （コ メ ディ 、20作 品）、B （ア ク シ ョ ン 、12作品 〉、

C （SF 、 7 作品）、　 D （ドラマ 、 6作品）、　 E （その他 、 3作品）計 48作 品で B 級映画 （製作費

が安 く、
二 本立て で上映 され る こ との 多い 映画）に つ い て は BBB の 印を、また 日本 人が 主役又

は 準主役で 登場 する映画 につ い ては JJJの 印 を末尾に付 した 。

A （コ メデ ィ ， 製作年度順）

A −1The 　Geisha　Boy （
’58） 底抜 け慰 問屋行 っ た り来た り （ジ ェ リ

ー ・ル イス ）
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ジ

A −2Breakfast 　at　Tiffany’s （
’61） テ ィ フ ァ ニ ー

で朝 食を （オー ドリー ・ヘ
ッ プ バ ーン ）

A −3My 　Geisha（’62） 青 い 眼 の 蝶 々 さ ん （シ ャ
ー

リ
ー ・マ ッ ク レ

ー
ン ）

A −4The 　Ugly 　Dachshund （
’66） 猛 犬に ご 注意 （デ ィ ズ ニ

ープ ロ ）

A −5Foul 　Play （
’78） フ ァ

ール ・プ レ イ （ゴール デ ィ
・ホー

ン ）

A −6Private 　Benjamin （
’80） プ ライベ イ ト ・ベ ン ジ ャ ミ ン （ゴ

ー
ル デ ィ

・ホ
ー

ン ）

A −7　Cannonball　Run （
’81）　キ ャ ノ ン ボ ー

ル （ジ ャ ッ キー ・チ ェ ン
，

バ ー ト・
レ イノ ル ズ ）

A −8　Bachelor　Party （
’84） バ ッ チ ェ ラ

ー ・パ ー
テ ィ

ー

A −9Revenge 　ef　Nerds （
’84） ナーズ の 復讐

A −10Rhinestone（
’84）　 クラブ ライ ン ス トーン 〜今夜は最高 （ドリー・バ ー トン

， シル ベ ス タ

　　　
ー 。ス タ ロ

ー
ン ）

A −11National 　Lampoon ’

s　European　Vacation （
’85） ナ シ ョ ナ ル ・ラ ン プー ン ・ヨ ーロ ピ

　　　ア ン ・バ ケ ーシ ョ ン （チ ェ ビー ・チ ェ イス ）

A −12Gung 　Ho （
’86） ガ ン ・ホ

ー
　JJJ

A −13Down ＆ Out　in　Beverly　Hill’

s （
’86）　ビ バ リ

ー
ヒ ル ズ ・バ ム （ニ ッ ク ・ノ ル テ ィ）

A −・14Police　Academy 　 3 （
’86）　ポ リス アカデ ミー 3

A −15Blind 　Date （
’87）　ブ ラ イ ン ド ・

デ
ー

｝ （ブ ル
ー

ス ・ウ ィ リス ）

A −16Police 　Academy 　 4 （
’87） ポ リス ア カデ ミ

ー 4

A −17Who ’

s　That　Girl（
’87） フ

ーズ ・ザ ッ ト ・ガ
ー

ル （マ ドン ナ ）

A −18Tax 　Season （
’87） マ ル サ ・アカデ ミ

ー　BBB

A −19Crocodile 　Dundee　 2 （
’88）　 クロ コ ダイル ・ダ ン デ ィ

ー 2

A −20Big 　Business （
’88）　 ビ ッ グ ・ビ ジ ネス （ベ ッ ト・

ミ ドラ
ー〉

B （ア クシ ョ ン ）

B −1Enter 　the　Dragon　e73） 燃 えよ ドラ ゴ ン （ブ ル
ー

ス ・リ
ー
）

B −2The 　Yakuza （
’74） ザ ・ヤ クザ （高倉健， ロ バ ー ト・

ミ ッ チ ャ ム ）　 JJJ
B −3Enter 　the　Ninja （

’81） 燃 えよニ ン ジ ャ ！シ ョ
ー ・コ ス ギ＞　 BBB 　JJJ

B −4The 　Karate　Kid （
’84） ベ ス ト ・キ ッ ド 1パ ッ ト・モ リタ）　 JJJ

B −5Death 　Ride　to　Osaka （
’85） 大阪殴 り込み 作戦　BBB

B −6LA ．　Street　Fighters （
’85） L．　A ．ス トり一

ト ・フ ァ イタ
ーズ 　BBB

B −7Armed 　Response （
’86） 鰯 訣の 武 装都 市 ・復讐の タ

ー
ミネ

ー
ター

B −8The 　Karate　Kid　 2 （
’86＞ ベ ス ト・キ ッ ド2 （パ ッ ト・

モ リタ＞

B −9Die 　Hard （
’88）　ダ ィ

・ハ
ー

ド （ブ ル
ー

ス ・ウ ィ ル ス ）

B −10Steven　Seagal　Nico （
’88） 刑事 ニ コ

B −11Fatal 　Beauty （
’88）　危険な天使 （ウーピー ・ゴール ドバ ーグ）

BBB

JJJ
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’
B −12Black　Rain （

’89） ブ ラ ッ ク
・

レ イ ン 　JJJ

C （SF ）

C −1　Blade　Runner （
’82）　ブ レ

ー ド・ラ ン ナー （ハ リソ ン
・フ ォ

ー ド）

C −2The 　Adventures　of 　Buckroo　Banzai （
’84） バ カ ル

ー ・バ ン ザイ

C　
一・3　Swordkill（

’84）　 SF ソー
ドキ ル 　BBB 　JJJ

C −4　Eliminators（’86）　 エ リミネーター
　BBB

C −5Surf 　Nazis 　Must 　Die （
’86） 悪魔の 毒々 サ

ー
フ ァ

ー
　BBB

C −6The 　Toxic　Avenger　Part　 2 （
’88） 悪魔の 毒々 モ ン ス タ

ー東京へ 行 く　 BBB 　JJJ

C −7Back 　to　the　Future　 2　 C89） バ ッ ク ・トゥ
・ザ ・フ ユ

ーチ ャ
ー 2，

D （ドラマ ）

D −1Tatto （
’80） タ トゥ

ー
彩 られ たわ な　BBB

D −2Half 　Moon 　Street（
’86） ハ

ー
フ ム

ー
ン ・ス トリ

ー
ト （シガ ニ

ー ・ウ ィ
ーバ ー

）

D −3Fatal 　Attraction （
’87） 危険な情事 （マ イケ ル ・ダ グ ラ ス ）

D −4　Captive　Hearts （
’87）　男た ちの 賭 け （パ ッ ト・モ リタ）　 JJJ

D −5Aloha 　Summer 　 e88）　ア ロ ハ サ マ ー

D −6　Tucker （
’88）　 タ ッ カ

ー
（ジ ェ フ

・プ リ ッ ジ ズ）

E （ア ニ メ
， 音楽 ， ホ ラ

ー
な ど）

E −1　 （
’44）　 グーフ ィ

ーの 船乗 り教室 （デ n ズ ニ ーア ニ メ）

E −2Moonwalker （
’88）　 ム

ー
ン ウ ォ

ー
カ
ー

（マ イケ ル
・
ジ ャ ク ソ ン ）

E −3　Poltergeist （
’88）　ボ ル ターガ イ ス ト 3

　 こ れ らの 映画 の 中で 日本国内の レ ン タ ル ビデ オ （日本語字幕付）に よ る調査の 37作品 は （A

−2，4，5，8，9，10，11，13，14，15，16，17，18，19，20、B −2．3，5，6，7，8，1e，11、C −2，3，4，5，6、D −1，2，3，

4，5，6、 E −1，2，3）で 、劇場に おけ る調査 の 8作品 は （A −6，7、
　 B −1，4，9，12、　 C −1，7）で ある。

またア メ リカで国内で販 売されて い る ビ デオ を調査対象 に した もの が （A −12）、ア メ リカ国内

で放映 され て い る Pay −TV に よ る調査 の もの が （A −3）、日本の テ レ ビ で放映 され た もの が （A

−1）で、 （A −1，4）以外はすべ て ノ
ー

カ ッ ト版 で調査 を行 っ た。例外的作品 と しては （D −4）が

時代設 定が 1940年代、（E −1）は製作、設 定 とも1940年代 で あ る 。
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4 ．伝 統的 な 日本及び 日本人の イ メ
ー

ジ

　ゲ イシ ャ
・ガ ー

ル に代表 され る伝統的 な日本の イメ ー
ジ は今 回調査の 対象 とな っ たア メ リカ

映画48作品 の 中に 数多 くみ られ る。日本女性 の シ ン ボ ル とな っ て い る着物姿の 女性 は 13作品 （A
−1

，
3，5，12，15，17，20、 B −−2，3，8、　 C −3，4，6）に登場し、そ の うち 5 作品 （A −3

，
5

，
15，17、

　 B −3）

に は 芸者また は芸者ス タイ、ル （日本髪 と着物） の女性が描かれ て い る 。 しか し登場場面 が 適切

で あるか否か と い う点に 関 して は フ ラ ン ス 料理 店に 人妻が 芸者姿で登場 した り （A −15）、日系

の 銀行 の 中を日本髪で 着物姿の 客が 大勢で 歩 い て い た りして （A −17）、我 々 日本人 と しては理

解 に苦 しむ こ ともある 。 こ れ はた ぶん
一般の ア メ リカ人が 芸者 と着物 姿の 女性 との 区別が よ く

で きて い なか っ た り、着物 を着 る TPO をよく理解 して い な い ため にお きる現象 と思 われ る。こ

れ らの 作品 を観て もわか る ように い くつ か の ア メ リカ映画は、 日本女性 は い つ も着物ば か り着

て い るよ うな印象をア メ リカ 人に与 えて い るの で は なか ろ うか 。

　また 日本庭園 も日本 をイメージす るシ ン ボ ル として 9作品 （A −3、 B −2
，
3

，
4

，
5，8，9、　 C −6、

D −5＞の 中で描 か れ て い るが 、 中に は ダイ ・ハ ー ド （B −9）の よ うに近代高層ビ ル の 最上階 に

ま で 日本庭 園を造 りあげる 日本 人が描か れ．て い て、少 し奇異な感 じを与 えない で もない
。 また

忘れ て ならない の は着物や 日本庭 園が ス ク リー
ン に登場する時に は、 しば しば 琴や笛 の 音が 挿

入 されて い る こ とで あ り 、 視覚 と聴覚 に よる ワ ン セ ッ トの 日本イメー
ジが ア メ リカ人の なか に

既に で きあが っ て い る こ とを示 して い る 。 以上 が ア メ リカ映画に登場す る最 もポ ピ ュ ラーなタ

イプの 日本の イメージ で あるが、その ほ か に も寿司 （A −10、 C −・3、　 D −1
，3）、 富士 山 （A −1、

B −2）、盆栽 （B −4
、 C −6＞、大仏 （A −1）、神社 （C −6）な ど 日本の 自然や 文化が 日本情緒 を増

すため の 味付 け として時折 り紹介され て い る 。

　今 まで述べ て きた の は どちらか と言 えば女性的な B 本及 び 日本人の イ メージ とい え るが 、 目

を男性 的なもの に転 じて み る とまず 「サ ム ライ」イメ ー
ジ の 名残 りとして剣道着姿の 男性が 5

作品 （B −1，2，12、C −2、　 D −5＞で描か れ て い る 。 またア メ リカ の 空手ブー
ム を反映 して空 手の

A （コ メ デ ィ）A ．1The 　Geisha　Boy　A −2　Breakfast　at　Tiffany’s　A ．3　My 　Geisha　A −4　The
Ugly　Dachshund　A・5　Foul　Play　A ・6　Private　Benjamin　A ・7　Cannonball　Run　A ・8　Bachelor
Party　 A ．9　Revenge　 of　Nerds 　A ・10　 Rhinestone　 A・U 　 National　 Lampoon ’

s　European
Vacation 　A−12Gung 　Ho 　A ・13　Down ＆ Out　in　Beverl ）

’HilVs　A ・14　Police　Academy 　3　A・15
Blind　Date　A ・16　Police　Academy 　4　A ・17　Who ’

s　That　Girl　A ・18　Tax 　Season　A ・19　Croco−
dile　Dundee　2　A −20　Big　Business　B （ア ク シ ョ ン　B・l　Enter　the　Dragon 　B −2　The　Yakuza
B−3Enter　the　Ninja　B−4　The　Karate 　Kid　B5 　Death　Ride　to　Osaka　B・6L ．　A ．　Street　Fighers
B −7Armed 　Response　B・8　The 　Karate　Kid　2　B−9　Die　Hard　B・10　Steven　Seagal　Nico　B−11
Fatal　Beauty　B12 　Black　Rain　C （SF）C−l　B ］ade 　Runner　C−2　The　Adventures　of　BuckroQ
Banzai　C・3　Swordkill　C ・4　Elimlnators　C−5　Surf　Nazis　Must　Die　C・6　The　Toxic　Avenger
Part　2　C・7　Back　to　the　Future　2　D （ドラ マ 　D・1　Tatto　D−2　Half　Moon 　Street　D・3　Fatal
Attraction 　D −4　Captive　Hearts　D−5　Aloha　Sumrner　D−6　Tucker　E （ア ニ メ ，音楽，ホ ラー

など）E・1 グーフ ィ
ーの 船乗 り教室 E・2Moonwalker 　E・3　Peltergeist
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使 い 手が 5作品 （A −7，14、 B −4，8、　 C −5）に登場 しあた か も日本人の 多 くが 空手の 達人で あ る

か の よ うな印象を一般の ア メ リカ人 に 与えて い る 。 さ ら に相撲取 り （A −3、 C −6、　 B −1）やふ

ん どし姿 （A −12、C −6、　 D − 1）、忍 者 （B −3、
　 C −4）など も場違 い な設定が 多い もの の 男性的

イメ
ー

ジ の
一
部 として登場す る。日本 男性の イメージ の 中で 気に かか る もの は メガネ （A −2，6，12、

C −6）釣 り目 （A −2、 E −1）、出 っ 歯 （A −2、　 C −6、　 E −1）とい う特徴 で メ ガネ以外 は70年代以

降少な くな っ た もの の い まだ に散見され る の は残念で ある 。

　以上伝統的 な分 野 の 日本及 び 日本人の イメ
ー

ジ を総合的にみ れ ば 日本女性が し とや かで 美し

く日本庭園や富士 山な ど自然 の世界 の もの と同 じ く魅力的な存在 と して ス ク リ
ー

ン の 上 で描か

れて い るの に対 して 、日本男性は ど ち らか とい えば魅力 に乏 しくやや野蛮 なもの と して描か れ

て い るよ うに感 じられ る。言 い 換 えれば い まだ に ア メ リカ人は 「フ ジヤ マ ・ゲ イシ ャ 」的 日本

（日本女性 、日本の 自然、 日本の 文化 、芸術 な ど）を少 な くともス ク リ
ー

ン の 上で は肯定的に

受け止め 、空手以外の 日本男性の イメ ー
ジは否定的に見 て い るの で はあるまい か 。

5 ．日本人の 新 しい イ メ ージ

　芸 者や 富士 山 など伝統的な 日本 の イメージ の ほ か に 日本が経済大 国と して世 界 に知 られ始め

て か ら現れ た新 しい 日本 の イ メージ も見逃す こ とは で きな い
。 まずは じめ に 「お金持ち の 日本

人」 とい うイメ
ー

ジ が ア メ リカ映画 の 中で広が りつ つ ある とい えよう。 3 作品 （A −15，18、 B

−9）の 中で 企 業 の 社長 と して の 日本人が 登場 し、 8 作品 （A −5
，
8，10，11，19、D −2，5、　 E −2）の

中で海外旅行 をして い る 日本人が描 かれ て い る 。 実際、 統計にお い て も1987、1988年 と 日本は

国民
一

人 当た りの GNP でア メ llカを抜 い て先進 7 ヶ 国中 2年連続で首位 を保ちl°〕 出国者の数は

1988年が 843万人 （うち北米 へ は 297万 人）で 1989年 は 1，000万人 が予想 され て い る9D後 もこ の 傾

向が続 く限 り 「お金持ち の 日本人」の イメー
ジはア メ Tl

力映画の 中で 益 々 強調 されて い くもの

と思われる。た だ し気 に な る こ とは旅行者 として登場する 日本人が英語が下手で （A −5，9，10，15）、

A （コ メ デ ィ ）A ・1The 　Geisha　Boy 　A ・2　Breakfast　at　Tiffany’s　A ・3　My 　Geisha　A ・4　The

Ugly　Dachshund　A −5　Fou1 　P！ay 　A ・6　Private　Benjamin　A ・7　Cannonbail　Run 　A ・8　Bachelor

Party　A ・9　Revenge　 of 　Nerds　A −10　Rhinestone　A ・11　 National　 Lampoon ’
s　 European

Vacation　A −12　Gung 　Ho 　A−13　Down ＆ Out　in　Beverly 　Hlll’s　A ・14　Police　Academy 　3　A ・15

Blind 　Date　A・16　Police　Academy 　4　A ・17　Who ’
s　That　Girl　A −18　Tax 　Season　A ．ユ9　Croco．

dile　Dundee　2　A ・20　Big 　Business 　B （ア ク シ ョ ン ） B−1　Enter　the　Dragon　B−2　The　Yakuza

B・3Enter　the　Ninja　B・4The 　Karate　Kid　B・5　Death　Ride　to　Osaka　B・6LA ．　Street　Fighers

B・7Armed 　Response　B−8　The 　Karate 　Kid 　2　B・9　Die　Hard　B・10　Steven　Seagal　Nico　B・11

Fatal　Beauty　B・12　Black　Rain　C （SF＞C−1　Blade　Runner 　C−2　The 　Adventures 　of　Buckroo

Banzai　C・3　Swordkill　C・4　Eliminators　C・5　Surf　Nazis　Must　Die　C−6　The　Toxic　Avenger

Part　2　C・7　BaCk　tO　the　FUtUre　2　D （ドラ マ ）D ・1　TattO　D ・2　Half　MOOn 　Street　D−3　Fatal

Attraction　D ・4　Captive　Hearts　D ・5　Aloha　Summer　D・6　Tucker　E （ア ニ メ，音楽，ホ ラ
ー

な ど）E ・1 グーフ a 一の 船乗 り教室 E−2Moonwalker 　E・3　Poltergeist
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菊川 1ア メ リカ映画に お ける 日本人 の 新 しい イ メー
ジ

集団で行動 し（A −8，11，19）、カ メ ラをぶ ら さげて い る （A −19、 E −2）こ とで ある。 日本人 の 下

手 な英語や集団行動は他の 作品に もい くっ か見受 けられ る の で こ れ らはア メ リカ人の 間に定着

し始め て い る新 しい イメ ー
ジ とい えよう。

　次に最近顕著 に なっ て きた もう
一

つ の イ メ ー
ジ として 「好色な 日本人」 とい うイメー

ジが あ

り今 回取 り上げた 映画の 中で は 9 作品（A −6，8，11，14，15，16，18、 B −5、
　 D −2）の 中で 強調 され

て い る 。 例 えば バ
ッ チ ェ ラ

ー・パ ー
テ 4 −

（A −8）の ように 中年男性 の 団体が下 着姿で ホテ ル の

部屋 で コ
ー

ル ガ
ー

ル を待 っ て い る場面が あ っ た り、ナ シ ョ ナ ル ・ラ ン プ
ー

ン （A
−11）の ように

ス トリッ プ劇場 に大挙して押 しか けて い る 日本 人の 団体 の 姿が紹介され た りして い る 。 また B

本男性 が 白人女性に 弱い
一面 もポ リス ・ア カデ ミ

ー 3 （A −14）や ハ
ーフ ム

ー
ン ・ス トリ

ー
ト（D

−2） などに描か れ て い て 日本 男性 の 白人女性 コ ン プ レ ッ クス を暗示 して い るgm好 色イメ ー
ジ に

輪 をか けて 日本男性 の イメ ー
ジ を悪 くして い るの は、彼等が女性 を軽視又 は蔑視する態度が い

くつ か描か れて い るこ とで あ る。ガ ン ・ボ
ー

（A −12）で は大切 な話 をす る とき女性 に席 を外 さ

せ 、ブ ラ イン ド・
デ
ー

ト（A −15）で は 日本 にお ける男性 中心 の 夫婦関係 （妾制度 など）が 描かれ 、

プ ライベ イ ト・ベ ン ジ ャ ミ ン （A −6）で はお金 を渡 して デー トを申し込む な どア メ リカ女性に 反

感 を持たせ る よ うな 日本男性の 態度が合計 7作品 （A −6，8，12，
15、 B −5、　 D −2，4）で描かれ て い

る。

　 「好色で お金持 ち」 とい う日本人の イメ ージ の ほ か に 「お 人好 しで、子供 っ ぽ く、だ まされ

易 い 」 とい うい わゆ る
“

sucker
”

イメージ も日本人に つ きまとう。 フ ァ
ー

ル ・プ レ イ （A −5＞や

ク ラブ ・ライ ン ス トー ン （A −10）の ように 日本人乗客 は タ クシ
ー

の 運 転手の 言らな りに なっ た

り、ナーズ の 復習 （A −9）で は 日本の 留学生が ポー
カ
ー

の ル
ー

ル を知 らずに お金 を巻 き上げ られ

る な ど
“

sucker （カ モ ＞
J’

として の 日本人 が 11作品 （A −5，8，9，10，
12，14，16，19、　 B −4，8，11）で 描

か れて い る。ス ク リー ン の 上 で 笑 い もの に して も怒る人 が少 な い とい う理 由で 日本人が選 ば れ

る の か も知れな い が反 日感情の 裏返 しと して理 解するこ ともで きる。

　以上は
一般 の 日本人 の イメージ で ある が 裏 の 世界 の 日本人の イメージ と して最近台頭 して き

A （コ メ デ a ）A −1The 　Geisha　Boy　A −2　Breakfast　at　Tiffany’s　A ・3　My 　Geisha　A −4　The
Ugly　Dachshund　A −5　Foul　Play　A ・6　Private　Benjamin　A ・7Cannonball 　Run 　A ．8　Bachelor
Party　A −9　Revenge　 of　Nerds　A ・10　Rhinestone　A −11　National 　Lampoon ’

s　European
Vacation 　A ・12　Gung 　Ho 　A・13　Down ＆ Out　in　Beverly　Hil1’s　A ・14　PDIice　Academy 　3　A −15
Blind　Date　A・16　Police　Academy 　4　A ・17　Who ’

s　That　Girl　A −18　Tax 　Season　A ・19　Croco．
dile　Dundee　2　A ・20　Big　Business 　B 　ア ク シ ョ ン ）B・1Enter　the　Dragon 　B ・2　The　Yakuza
B・3Enter　the　Ninja　B・4　The 　Karate　Kid　B−5　Death　Ride　to　Osaka 　B・6L ．A ．　Street　Fighers
B・7Armed 　RespQnse 　B−8　The　Karate　Kid　2　B−9　Die　Hard 　B・10　Steven　Seagal　Nico　B・11
Fatal 　Beauty 　B・12　Black　Rain　C （SF ・C・1　Blade　Runner　C・2　The　Adventures　of　Buckroo
Banzai　C−3　Swordki］1　C・4　Eliminators　C・5　Surf　Nazis　Must　Die　C・6　The　Toxic 　Avenger
Part　2　C．7　Back　to　the　Future　2　D　 ドラマ ）D・l　Tatto　D ・2　Half　Moon 　Street　D−3　Fatal
Attraction　D ・4　Captive　Hearts　D−5　Aloha　Summer 　D−6　Tucker　E （ア ニ メ ，音楽，ホ ラ

ー

な ど）E−1 グーフ ィ
ーの 船 乗 り教室 E−2Moonwalker 　E・3　Poltergeist
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て い る もの に 「ヤ クザ」イ メ
ー

ジが ある。 日本の ヤ クザ は殺 し屋、武器の 密輸、売春組織 など

に か らんで 6 作品 （B −2，5，6，7，12、C −6）で 登場す る が ヤ クザ に は こ れ らの 中で ホ ラ
ー

映 画 ま

が い に小指 を切断 し（B −2，7，12）、刺青 を見せ （B −2，5，6，12、 C −6）、 刀 を振 り回 し（B −2，6 ，12）

そ の 残虐性 を余す と こ ろ な く披露 して い る。気に なる とこ ろは今 まで B 級ア クシ ョ ン 映画 を中

心に登 場 して い た 日本の ヤ クザ が ブ ラ ッ ク ・レ イ ン （B −12＞な ど の よ うに ハ リウ ッ ドの 大作に

も登場 し始め た こ とで あ りll：）
こ の こ とは 日本社会 に おけ るヤ クザ の 存在が 広 く一般 の ア メ リカ

人 に認知 され て い る こ とを意味 して い る。

　そ の 他 の 日本人の 新 しい イメージ として は 6作 品 （A −6，12，17、
B −9，10、

　 C −7）で コ ン ピ ュ

ー
タ
ー会社、銀行、商社 な ど に勤め る 日本の ビ ジ ネス マ ン が 「エ コ ノ ミ ッ ク ・ア ニ マ ル 」 イメ

ージ に関連 して登場す るが 、彼等の 多くは無 口 で真面 目で哀 し い ほ ど会社 に忠実で ある。さ ら

に 見逃せ ない の は メ カ ニ ッ ク ・マ ニ ア として の 日本 人 の イメージ で ある 。
コ ン ピ ュ

ーター、カ

メラ、自動車、多機能時計 など子供が お もち ゃ で遊ぶ 姿その ままに メカ マ ニ ア と して の 日本人

の 姿が 12作品 （A −6，7，12，19、 B −9
，
10、　 C −1

，
2

，
4，7、　 D −6、　 E −2）で描 かれ て お り 、

バ ッ ク
・

トゥ
ー ・ザ ・フ ユ

ーチャ
ー 2で は Mr ．　Fujitsu（富士 通） とい う名前の 日本人 まで登場す る。こ

れ ら の イメ ージ はア メ リカ市場 に お ける 日本製品 の 氾 濫 か らきて い る と思われ るが 映画 の 中の

役柄 を見る 限 り 「機械 しか 取 り柄 の な い 日本人」 とい うイメ ージ が アメ リカ 人 の 間 に広が っ て

い る の で は な い か と想像 され る 。

　最後 にア メ リカ映画 の 中で 日本人 と 日系人の 区別が あま りされて い ない と い う点 と
一

部 の 映

画 しか見られ ない 現象で ある が 日本 （人）と中国（人）を混同 して い る （A −7，18、 B −7，12）とい う

点 を指摘してお きた い
。 フ ォ

ーチ ュ ン ・ク ッ キー
（おみ くじい りの ク ッ キー）製造会社の社 長が

日本人で あ っ た り（マ ル サ・
ア カデ ミ

ー）、自転車に 乗 っ た工 場労働者の 大群 が い た り（ブラ ッ ク・

レ イ ン ）、ジ ャ ッ キー ・チ ェ ン （香港 の カ ン フ
ー映画の ス ター）が 東京か らや っ て 来 た 日本の ド

ライバ ー
で 4WD の ス バ ル で レ

ース に参加す る場面 な どが あるが 、
こ れ らは製作者側 の 無知 （無

視 ？） を示 して い る と い えよ う。

A （コ メデ ／）A ・1The 　Geisha　Boy 　A ・2　Breakfast　at　Tiffany’s　A ・3　My 　Geisha　A ・4　The

Ugly　Dachshund　A ・5　Foul　Play　A −6　Private　Benjamin　A・7　Cannonball　Run　A −8　Bachelor
Party　A ・9　 Revenge　 of　 Nerds　A −10　Rhinestone　A −11　 National　 Lampoon ’

s　European

Vacation　A ・12　Gung 　He 　A ・13　DQwn ＆ Out　in　Beverly　Hil］’s　A −14　Police　Academy 　3　A ・15

Blind　Date　A −16　Police　Academy 　4　A −17　Who ’
s　That 　Girl　A ・18　Tax 　Season　A −19　Croco−

dile　Dundee 　2　A ・20　Big　Business　B （ア クシ ョ ン ）B−1　Enter　the　Dragon　B−2　The　Yakuza
B−3Enter　the　Ninja　B−4　The　Karate　Kid　B・5Death　Ride 　to　Osaka　B．6　L 　A ，　Street　Fighers

B．7Armed 　Response　B−8　The 　Karate　Kid　2　B・9　Die　Hard　B−10　Steven　Seagal　Nico　B・11

Fatal　Beauty　B．12　Black　Rain　C （SF）C−1　Blade　Runner　C・2　The 　Adventures　of 　Buckroo

Banzai　C・3　Swordkill　C・4　EliminatQrs　C−5　Surf　Nazis　Must 　Die　C・6　The 　Toxic 　Avenger

Part　2　C・7　Back　to　the　Future　2　D （ドラマ ＞D−l　Tatto　D・2　Half　Moon 　Street　D ．3　Fatal

Attraction　D．4　Captive　Hearts　D ・5　Aloha　Summer 　D ・6　Tucker　E （ア ニ メ ，音 楽 ，ホ ラ
ー

な ど）E−1 グーフ ィ
ー

の船 乗 り教室 E・2Moonwalker 　E−3　Poltergeist
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菊川 ： ア メ リカ映 画 にお け る 日本人 の 新しい イ メー
ジ

　以上 ア メ リカ映画に現 れた 日本人の 新 しい イメージ を総合す る と、お金持 ちで好色で 、 ある

ときは カ モ の 旅行者、ある ときは会社中心 の ビ ジ ネス マ ン で さらに機械好 きで 、なか に は ヤ ク

ザ もい る 日本人の イメ
ー

ジ が 浮ぴ 上が る。伝統的分 野 の イメージ の 中心が フ ジヤ マ ・ゲ イシ ャ

とい うソ フ トな もの に比 べ て 、 新 しい タイプ の 日本人の イメージ は少 な くともア メ リカ映画の

中で は ハ
ー ド（過 激） と言 えるほ ど悪 い イメー

ジが 主流 とな っ て い る の で は あるま い か 。

6．まとめ

　 こ れまで伝統的 な日本 人の イメ ー
ジ と新 しい 日本人 の イメ

ー
ジ に つ い て 述べ て き た が こ こ で

視点 を変 えて調査 の 対象 とな っ た全作品に つ い てそれ ぞれの作品 が全体 と して 日本人 を好意的

に と らえて い るか 、 中立 的に とらえて い るか 、それ と も反 日的 （偏見、悪意 などが感 じられる も

の ）に と らえて い るか に つ い て 考 えて み た い 。作品全体が 日本人 に対 して好意的 と考 えられ る

もの は 5作品 （B −4，8、 C −3、
　 D −4

，
6＞、中立 的 と考 えられ る もの は 20作 品（A −1，3 ，4，12，13，14，

16，17，19，20、B −2，9，10，11，12、
　 C −2，7、　 D −1，3，5）、そ して反 日的 と考 えられるもの は 23作品

（A −2
，
5

，
6

，
7

，
8

，
9

，
10

，
11

，
15

，
18、B −1，3，5，6，7、

　 C −1，4，5，6、
　 D −2

、
　 E −1，2，3）で あっ た 。 こ の

分 類で もわか る よ うに 日本人が 主役 また は準主役 として登場す る映画 （JJJ、 9作品）に つ い て

は 日本人は好意的 （5作品）または中立 的（3作品）に描 かれ る場合が 多い
。 これ は製作す る側

が 日本に つ い て の 下調べ をよ く行 っ て い る とい うこ と と 、 あ る程 度製作者の 側が 日本市場で の

反応 を考慮 した結果 とい えるか も知れ な い
。 また B 級 映 画（BBB 、9作品）に つ い て は 2作品（C

−3、 D −1）を除 い てすべ て反 日的に 日本人が 描か れ て い る。こ れは製作費 を抑 えるため調査 を

十分 に行 わずに製作され て い る とも考 えられ るが、また別 の 見方 をすれば 日本人が 観 る機会が

まれな映画 に つ い て は悪意や偏見に 満 ちて、またはほ ぼ ス テ レ オ タイプ の まま 日本人 が描 かれ

て い る と い えない こ ともない 。ある意味で はア メ リカ大衆の 本音と して の 日本人 イメ ージ は B

級映 画の 中に見 つ け る こ と が で きる か も知れ な い 。

　こ れ まで 述べ て きた よ うに本研 究で 取 り上 げた 48種 の ア メ リカ映画の 中に登場す る 日本人は

A （コ メ デ ィ ）A −1The 　Geisha　Boy　A ・2　Breakfast　at　Tiffany’s　A ・3　My 　Geisha　A ・4　The
Ugly　Dachshund　A −5　Foul　Play　A ・6　Private　Benjamin　A ・7　Cannonball　Run　A・8　Bachelor
Party　A ・9　 Revenge　 of 　 Nerds　A −10　 Rhinestone　 A −11　 National　 Lampoon ’

s　 European

Vacation　A ・12　Gung　Ho 　A ・13　Down ＆ Out　in　Beverly　Hill’s　A ・14　Police　Academy 　3　A −15
Blind　Date　A・ユ6　Police　Academy　4　A ・17　Who

「
s　That　Girl　A −18　Tax 　Season　A ・19　Croco・

dile　Dundee　2　A −20　Big　Business　B （ア ク シ ≡ ン　 B−1　Enter　the　Dragon 　B・2　The　Yakuza
B・3　Enter　the　Ninja　B・4　The 　Karate　Kid　B5 　Death　Ride　to　Osaka　B・6L ，　A ，　Street　Fighers
B・7　Arrned　Resp。nse 　B ・8　The 　Karate 　Kid　2　B−9　Die　Hard　B−10　Steven　Seagal　Nico　B−11
Fatal　Beauty　B−12　Black　Rain　C （SFIi　C・1　B］ade 　Runner　C・2　The 　Adventures　of 　Buckroo

Banzai　C．3　Swordkill　C−4　Eliminators　C・5　Surf　Nazis　Must　Die　C・6　The 　Toxic　Avenger

Part　2　C・7　Back　to　the　Future　2　D 曳ドラ マ 　D・1　Tatto　D・2　Half　Moon 　Street　D ・3　Fatal

Attracti  n　D ・4　Captive　Hearts　D ・5　Aloha　Summer 　D ・6　Tucker 　E （ア ニ メ ，音楽，ホ ラ
ー

な ど）E−1 グ
ー

フ ィ
ー

の 船乗 り教室 E−2Moonwalker 　E・3　Poltergeist
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多くの 場合 、 反 日的 、 また よ くて も中立的に 描かれ るこ とが 圧倒的に 多 く残念なが ら好意的 に

描 かれ る こ とは珍 しい 。さ らに男性、女性 と分 けて考えてみ る と伝統 的 イメ
ー

ジ、新 しい 日本

人の イメ
ー

ジ の 両分 野 と も男性側 が 悪 く描か れ る こ とが 多い 。以上二 点が映 画 の 中に登 場する

日本人の 特徴で あるが 、 ア メ リカ の文化や社会に 関心 を持 つ 者は 映画を単 なる娯楽 としてか た

ず ける まえにア メ リカ映画の 中に現れ る自分 た ちの イメ ー
ジ につ い て注意 を払 っ てお くべ きで

あろ う。 なぜ なら日本 とア メ リカ の 関係が 経済分 野 を中心に 悪化 しつ つ ある今 日、新 聞や テ レ

ビに出て こ ない ア メ リカ人 の 本音が そ こ に形 を変 えて現 れ て くるか も知れ な い か らで ある 。 ま

た同時 に 映画の 中に 日本人の 悪 い イメージ が現 れるの をた だ観察 して い る の で は な く、経済的

活躍ばか りで な くもろ もろ の文化的活動 をもっ と活発 に行 っ て アメ リカの 一般大衆に少 しで も

良 い イメー
ジ を広めて い くべ きで はなか ろ うか 。 そ うで な けれ ば今後 とも醜 い 日本人が ス ク リ

ー
ン の 上に 次 々 と登場 し、 日本人の イメージ をさらに 悪 くして い くで あろう。

注

（1）　Newsweele
，
　October　91989，

　cover 　page，

　1983年 の TIME （日本特集号）もそ の 表紙 は 富士 山の 絵柄 の 着物 を着て い る芸 者 で あ っ た。　 TIME ，　August

　1，1983，cover 　Page・

（2） 「ソ ニ
ー米 社 買収 の 波 紋 」『朝 日新聞』、1989年 10月 6 日号、9 頁．前 年は 42億 5千 万 ドル で あ っ た。筈見

　有弘、「活況見せ る米映画界」『朝 日 新聞』、1988年 2 月20号 （夕刊）、4 頁．

（3） Richard　Gertner，　ed ．，19871ntemational 　Motion　P2“cture 　Almanac，58th　ed ．
，
　New 　York ： Quigley

　Publishing　Company
，
1987

， p．29A ．

（4） Ibid．，　p28A ．

  　 「
“
バ ッ トマ ン

t「

リー
ドマ ン 」『夕刊フ ジ 』、1990年 1 月 14日号 （13日発 行）、11頁．

（6） 堀 内　克明　他 編、『最 新 英語 情報 辞 典、第 2版 』 小 学館 、1986、s．　 v． “HBO
，

”
　

“Show 　Time ．”

　 ケ

　
ープ ル テ レ ビ （CATV ）全体 で 契約数 は 4，548万 世 帯で 年 間 売上 高は 114億 ドル に達す る、「ソ ニ

ー
米社買収

　の 波紋」、9 頁．

（7） Ibid．，　p．9．　VCR の 普及 率 は1987年 ご ろ50％ を超 え た と考 え られ る。　Richard　Gertner，　ed ．，1987 　lntema −

　tional　TeleviSion＆ Video　Almtznac，32nd　ed ．，　New 　York： Quigley　Publishing　Company ，1987，　p．351．

〔8＞　 「
“
バ

ッ トマ ン
”

リードマ ン 」、1頂 ．セ ル （販 売）の ビ デ オ の 場合、1988年 の 売上額 は79億 ドル で あ っ た 。

　 「ソ ニ
ー

米社買収の 波 紋 」、9 頁．

（9）　 「相手国の イ メ
ー

ジ をどの メ デ ィ アか ら うけ と る こ とが 多い か」とい うア ン ケ
ートに よ る とア メ リカ 人は
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菊川 ：ア メ リカ映 画 に お け る 日 本人 の 新 しい イメージ

日 本人 に 対 して TV （35％）、新聞 （24％）、映 画 （15％）とい う結果 が で て い る。川竹 和 夫、『ニ ッ ポ ン の イ

メー
ジ ：マ ス メ デ ィ ア の 効 果』、NHK ブ ッ クス 、1988、4 頁．

（10）　 『日本 経 済新聞』、1988年 3月 18日号、1頁．1989年 3月 18日号、 1頁

（11） 「出 入 国者 ビ ッ グバ ン 」 『AERA 』、1989年 7月25日号、38− 39頁． 「海外 旅 行 へ 1，000万 人 時代 」 『朝 日新

　聞』、1989年 10月 1 日号、1頁，また 留学生 につ い て も円高を反 映 して 1988年度に は そ の 数 が84，708人 に達 し

　 て お D、そ の うち米国へ は年間約 3万人 ほ どが 留学 して い る （観光 ビザに よる短期留学が 除く）。『留学 ジ ャ

　
ー

ナ ル 』、1989年 秋 号、40頁．

（12） 日本男性 の 白人女性 コ ン プ レ ッ ク ス に 関して は 1983年 の TIME （日 本特集号）に も
“

Japanese　men 　are

　Qbsessed 　with 　foreign　women ，　particularly　blond＿．　Almost　all　Western　features　are 　regarded 　as　sexy ．
”

　と紹 介 され て い る。“Waterbeds　and 　Willow　World，
「」 TIME ，　August　1，　1983，　p．71．

｛13｝ こ の 映 画 は4，214万 ドル の 製作費をか け 3 日 間 で 971万 ドル を稼 い だ とされ て い る。『朝 日 新聞』、1989年 9

　 月 8 日 号 （夕刊）、20頁 （広告欄）．
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