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【 審 査 の 結 果 】  

本 論 文 は 、 他 者 の 表 象 が ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 形 成 に 欠 か せ な い と い う 前 提 に

も と づ き 、平 成 期 の ス ポ ー ツ を テ ー マ と し た ポ ピ ュ ラ ー・カ ル チ ャ ー 作 品 に 見 ら

れ る 外 国 人 の 表 象 が 、ど の よ う に 日 本 の ナ シ ョ ナ ル・ア イ デ ン テ ィ テ ィ に か か わ

る 言 説 の 生 成 と 変 容 に 寄 与 し た の か を 考 察 し た 研 究 の 成 果 で あ る 。  

ナ シ ョ ナ ル・ア イ デ ン テ ィ テ ィ と ス ポ ー ツ の 関 係 に つ い て は 、政 府 や マ ス・メ

デ ィ ア の 言 説 を 対 象 と し た 先 行 研 究 は 数 多 く あ る が 、新 た な 資 料 群 と し て 、こ れ

ま で は 看 過 さ れ て き た ポ ピ ュ ラ ー ・ カ ル チ ャ ー 作 品 の 価 値 と 有 用 性 を 実 証 的 に

提 示 し た 点 で 、本 論 文 は 高 く 評 価 さ れ る 。ま た 、数 十 巻 に も 及 ぶ 長 編 漫 画 と １ 年

間 に わ た っ て 放 映 さ れ た 大 河 ド ラ マ を 含 む 2 0 作 品 の 丹 念 な 読 み 込 み と 、そ れ を

踏 ま え た 緻 密 か つ 高 度 に 体 系 的 な 分 析 に も 、 そ の 労 力 に 見 合 う 学 術 的 価 値 が 認

め ら れ る 。  

審 査 委 員 会 は 、 各 審 査 委 員 に よ る 論 文 の 審 査 を 踏 ま え 、 2 0 2 3 年 2 月 2 0 日 に

最 終 試 験 を 実 施 し た 。二 段 階 に わ た る 審 査 を 総 合 的 に 判 断 し た 結 果 、審 査 委 員 会

は 全 員 一 致 で 、学 位 申 請 者 H i m a w a n  P r a t a m a が 、博 士（ 学 術 ）を 授 与 さ れ る に

ふ さ わ し い と 結 論 づ け る に 至 っ た 。  

な お 、 審 査 委 員 会 は 、 春 名 展 生 （ 国 際 日 本 学 研 究 院 准 教 授 ） 、 P h i l i p  S e a t o n

（ 国 際 日 本 学 研 究 院 教 授 ） 、 友 常 勉 （ 国 際 日 本 学 研 究 院 教 授 ） 、 I r i s  H a u k a m p

（ 国 際 日 本 学 研 究 院 准 教 授 ） 、 池 田 恵 子 （ 北 海 道 大 学 大 学 院 教 育 学 研 究 院 教 授 ）

の 計 5 名 で 構 成 さ れ 、 春 名 が 主 査 を 務 め た 。  

 

【 論 文 の 概 要 】  

本 論 文 は 、平 成 期（ 1 9 8 9 年 ～ 2 0 1 9 年 ）の ス ポ ー ツ を テ ー マ と し た ポ ピ ュ ラ ー

・カ ル チ ャ ー 作 品 を 分 析 対 象 と し て 設 定 し 、そ こ に 見 い だ さ れ る「 外 国 人 」の 表

象 が 、日 本 の ナ シ ョ ナ ル・ア イ デ ン テ ィ テ ィ に か か わ る 言 説 の 生 成 と 変 容 に お い



て 、 ど の よ う な 役 割 を 担 っ た の か を 考 察 し た 研 究 で あ る 。 取 り 上 げ ら れ た 作 品

は 、漫 画 1 3（ 1 4）点 、１ つ の 映 画 、１ つ の N H K 大 河 ド ラ マ 、そ し て 歴 史 学 習 漫

画 5 編 で あ っ た 。い ず れ も 、F I F A ワ ー ル ド カ ッ プ な い し は オ リ ン ピ ッ ク に ま つ

わ る エ ピ ソ ー ド を 内 容 に 含 み 、ま た 、大 手 企 業 に よ っ て 制 作・配 給 さ れ 、生 産 と

消 費 の 両 面 で 「 メ ジ ャ ー 」 な 作 品 で あ る 。  

ま ず 、第 1 章 は 、関 連 す る 既 存 研 究 の 批 判 を と お し て 、本 論 文 の 学 術 的 な 意 義

を 提 示 し て い る 。 ナ シ ョ ナ ル ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ と ス ポ ー ツ の 関 係 に つ い て は 、

政 府 や マ ス・メ デ ィ ア の 言 説 を 対 象 と し た 数 多 の 先 行 研 究 が あ る も の の 、ポ ピ ュ

ラ ー・カ ル チ ャ ー 作 品 を 資 料 と し て 分 析 し た 関 連 研 究 は 少 な い 。第 1 章 は 、こ の

よ う な 研 究 の 空 白 が 指 摘 し た う え 、カ ル チ ュ ラ ル・ス タ デ ィ ー ズ の 知 見 を 手 が か

り と し て 、 ポ ピ ュ ラ ー ・ カ ル チ ャ ー 作 品 の 分 析 が 新 た に 開 く 可 能 性 を 説 明 し つ

つ 、 実 際 の 作 品 分 析 を 誘 導 す る 問 い を 下 記 の よ う に 設 定 し て い る 。  

１ ．外 国 人 、そ し て 外 国 人 と 日 本 人 と の 関 係 が 、ど の よ う に 表 象 さ れ て い る

の か  

２ ．そ の よ う な 表 象 が 、ど の よ う な ア イ デ ン テ ィ テ ィ 言 説 を 示 唆 し て い る の

か 、そ し て 、そ の よ う な 言 説 が 、よ り 広 い 社 会 の 言 説 と ど の よ う に 関 連 し て

い る の か  

つ づ く 第 2 章 は 、 第 3 章 か ら 第 6 章 の 作 品 分 析 が 依 拠 す る 前 提 と 、 分 析 に 用

い ら れ る 諸 概 念 を 提 示 し て い る 。ま ず 、ナ シ ョ ナ ル・ア イ デ ン テ ィ テ ィ は 他 者 と

の 違 い に も と づ い て 構 築 さ れ る と い う 前 提 が 、 ナ シ ョ ナ リ ズ ム 研 究 の 蓄 積 か ら

導 き 出 さ れ 、 そ れ を 踏 ま え 、 ナ シ ョ ナ ル ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ に か か わ る 言 説 は 、

外 国 人 に 対 し て 自 国 の 優 位 性 を 強 調 す る  “ n a t i o n a l - c e n t r i c ”  な 要 素 と 、 逆 に 相

互 の 対 等 性 を 重 視 す る  “ c o s m o p o l i t a n - c e n t r i c ”  な 要 素 の 双 方 を 、多 様 な 配 合 で

抱 え 込 む と 説 明 さ れ て い る 。本 論 文 は 、外 国 人 の 表 象 に 焦 点 を あ て た 2 0 作 品 の

分 析 を と お し て 、こ の よ う な 両 要 素 の 複 雑 な 絡 み 合 い を 浮 か び 上 が ら せ て い る 。 

第 3 章 は 、平 成 期 の 前 半（ 1 9 8 9 年 ～ 2 0 0 4 年 ）に 出 版 さ れ た サ ッ カ ー 漫 画 5 作

品 、す な わ ち 、『 キ ャ プ テ ン 翼 』シ リ ー ズ（『 キ ャ プ テ ン 翼  ワ ー ル ド ユ ー ス 編 』

お よ び 『 キ ャ プ テ ン 翼  R O A D  T O  2 0 0 2 編 』 ） 、 『 シ ュ ー ト ！ 』 、 『 ホ イ ッ ス

ル ！ 』、そ し て『 フ ァ ン タ ジ ス タ 』を 取 り 上 げ て い る 。J リ ー グ が 創 設 さ れ 、F I F A

ワ ー ル ド カ ッ プ の 日 韓 共 同 開 催 を 見 据 え た 時 期 に 制 作 さ れ た サ ッ カ ー 漫 画 に お

い て は 、ナ シ ョ ナ ル・チ ー ム の 国 際 的 な 地 位 上 昇 が 主 人 公 の 究 極 的 な 目 標 に 設 定

さ れ 、 コ ー チ や ラ イ バ ル と し て 登 場 す る 外 国 人 と の 多 面 的 な 交 流 が 挿 入 さ れ て

い る と は い え 、 自 国 中 心 的 な 言 説 の 生 成 と 強 化 が 基 調 を な す 。  

第 4 章 も 、 前 章 に つ づ い て 平 成 期 前 半 を 対 象 期 間 と し つ つ 、 オ リ ン ピ ッ ク に

ま つ わ る 漫 画 4 作 品 、 す な わ ち 、 『 Y A W A R A !』 、 『 ガ ン バ ！ F l y  H i g h』 、 『 奈



緒 子 』、そ し て『 デ カ ス ロ ン 』を 分 析 し て い る 。オ リ ン ピ ッ ク に お け る 国 家 代 表

と し て の 勝 利 に 主 人 公 の 究 極 的 な 目 標 が 設 定 さ れ た 本 章 の 諸 作 品 で も 、 外 国 人

ア ス リ ー ト と の 競 争 を と お し て 、自 国 中 心 的 な ナ シ ョ ナ ル・ア イ デ ン テ ィ テ ィ の

強 化 が 図 ら れ る 傾 向 が 看 取 さ れ る 。  

第 5 章 と 第 6 章 で は 、対 象 期 間 が 平 成 期 の 後 半（ 2 0 0 5 年 ～ 2 0 1 9 年 ）に 移 さ れ

て い る 。 第 5 章 は 、 第 3 章 に つ づ い て サ ッ カ ー を 主 題 と し た 漫 画 4 作 品 、 す な

わ ち 、 『 エ リ ア の 騎 士 』 、 『 G I A N T  K I L L I N G』 、 『 さ よ な ら 私 の ク ラ マ ー 』 、

そ し て『 ブ ル ー ロ ッ ク 』を 分 析 し て い る 。平 成 前 期 と 比 べ 、国 内 サ ッ カ ー の 水 準

に 対 す る 自 信 が 増 し て い る に も か か わ ら ず 、そ れ ら の 作 品 で も 、相 変 わ ら ず ナ シ

ョ ナ ル・チ ー ム の 国 際 的 な 地 位 上 昇 が 終 極 の 目 標 に 据 え ら れ 、外 国 人 は 、日 本 チ

ー ム の 強 さ と 日 本 文 化 の 優 位 性 を 際 立 た せ る た め に 登 場 し て い る 。  

第 6 章 で は 、 漫 画 『 オ リ ン ピ ア キ ュ ク ロ ス 』 に く わ え 、 映 画 『 A L W A Y S 三 丁

目 の 夕 日  ‘ 6 4』、2 0 1 9 年 N H K 大 河 ド ラ マ『 い だ て ん ～ 東 京 オ リ ム ピ ッ ク 噺 ～ 』、

そ し て 歴 史 学 習 漫 画 5 編 が 取 り 上 げ ら れ て い る 。 い ず れ も 、 2 0 2 0 年 に 開 催 が 予

定 さ れ て い た 東 京 オ リ ン ピ ッ ク を 視 野 に 収 め つ つ 、 1 9 6 4 年 の 東 京 オ リ ン ピ ッ ク

を 回 顧 し た 作 品 で あ っ た 。外 国 人 の 表 象 に は 濃 淡 が あ り 、大 会 の 国 際 性 を 彩 る 装

飾 と し て 外 国 人 を 描 い て い る に す ぎ な い 映 画 『 A L W A Y S』 と 歴 史 学 習 漫 画 5 編

と は 違 い 、ド ラ マ『 い だ て ん 』と 漫 画『 オ リ ン ピ ア キ ュ ク ロ ス 』に は 、よ り 濃 密

で 複 層 的 な 外 国 人 と 日 本 人 の 交 流 が 描 か れ て は い る も の の 、 そ れ を と お し て 浮

か び 上 が ら さ れ る の は 、 ま た し て も 日 本 文 化 の 優 位 性 で あ る 。  

最 後 の 第 7 章 で は 、第 3 章 か ら 第 6 章 に か け て の 作 品 分 析 が 総 括 さ れ て い る 。

本 論 文 は 、平成期の前半から後半にかけ、「スポーツ発展途上国」から「成熟国」へと日

本の国際的な位置づけに関する認識の変化を見いだしているが、ライバルであれ、コーチ

であれ、あるいは観客であれ、外国人が、基調をなす自国中心的なナラティヴを補強する

要素として作品に挿入されている一貫した傾向を浮かび上がらせている。このような結果

は、国際スポーツ大会に関連した作品という限られた領域の分析にとどまるとはいえ、本

来的に「非公式」な性格を帯びているはずのポピュラー・カルチャー作品と政府が発信す

る自国中心的なナラティヴとの親和性を例証しているため、ポピュラー・カルチャーの性

格に対する一般的な認識の再考を促している。  

 

【 最 終 試 験 の 概 要 】  

最 終 試 験 は 、 2 0 2 3 年 2 月 2 0 日 （ 月 ） の 9 : 0 0～ 1 1 : 0 0 に オ ン ラ イ ン で 実 施 さ

れ た 。学 位 申 請 者 よ り 論 文 の 概 要 が 説 明 さ れ た 後 、5 名 の 審 査 委 員 か ら 順 次 、個

別 に 質 問 お よ び コ メ ン ト が 提 示 さ れ 、申 請 者 と の 間 で 質 疑 応 答 が お こ な わ れ た 。 

審 査 委 員 は 、上 記 の と お り 、ナ シ ョ ナ ル・ア イ デ ン テ ィ テ ィ 研 究 の 資 料 と し て



ポ ピ ュ ラ ー ・ カ ル チ ャ ー 作 品 の 価 値 と 有 用 性 を 実 証 的 に 提 示 し た 点 で 本 論 文 を

高 く 評 価 し た 一 方 、 作 品 の 分 析 方 法 を め ぐ っ て 、次 の よ う な 問 題 点 を 指 摘 し た 。

本 論 文 は 、外 国 人 表 象 の 精 査 を と お し て 作 品 か ら ナ シ ョ ナ ル・ア イ デ ン テ ィ テ ィ

に か か わ る 言 説 を 汲 み 取 り 、そ れ を  “ n a t i o n a l - c e n t r i c”  か  “ c o s m o p o l i t a n -

c e n t r i c” か と い う 基 準 に よ っ て 評 価 し て い る が 、こ の よ う な 二 元 論 的 な 性 格 づ

け は 、 両 極 間 に 横 た わ る 広 漠 と し た 中 間 領 域 を 未 整 理 の ま ま 放 置 す る に と ど ま

ら ず 、分 析 そ の も の の 意 義 を 損 ね て い る 虞 が あ る 。国 際 ス ポ ー ツ 大 会 を 最 終 目 標

に 据 え た 作 品 で あ れ ば 、 そ こ に 至 る 過 程 に お い て 複 雑 な 要 素 が 入 り 込 む 余 地 が

あ る と し て も 、 ナ ラ テ ィ ヴ の 基 調 は 自 国 中 心 の 様 相 を 帯 び ざ る を 得 な い た め で

あ る 。 そ こ で 、 自 国 中 心 的 な 性 格 の 有 無 を 分 析 の 結 果 と し て 導 き 出 す の で は な

く 、む し ろ 取 り 上 げ た 作 品 群 を「 国 民 の ビ ル ド ゥ ン グ ス ロ マ ン 」の 新 た な ジ ャ ン

ル と し て 提 示 す る と い う 総 括 の 方 法 も 考 え ら れ た と い う コ メ ン ト も 出 さ れ た 。  

本 論 文 を 貫 く 日 本 人 と 外 国 人 と い う 登 場 人 物 の 二 分 法 も 、 分 析 の 精 度 に 粗 さ

を 残 す 。そ れ は 、日 系 ブ ラ ジ ル 人 や 在 日 コ リ ア ン な ど の 多 様 な「 外 国 人 」を 一 く

く り に し て い る ば か り か 、ナ シ ョ ナ ル・ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 形 成 に か か わ る 他 者

の 複 雑 性 を も 閑 却 し て い る と い え よ う 。ま た 、研 究 の 実 行 可 能 性 を 確 保 す る た め

に 対 象 期 間 を 平 成 期 に 絞 り 込 む の は 妥 当 で あ る と し て も 、 そ れ 以 前 の 歴 史 を も

踏 ま え て い な い と 、作 品 の 解 釈 に あ た っ て 、作 家 の 必 ず し も 正 確 で は な い 歴 史 認

識 が 絶 対 視 さ れ か ね な い 。 近 代 日 本 の ス ポ ー ツ 史 全 体 の な か に 平 成 期 を 位 置 づ

け た 場 合 、平 成 前 期 の 作 品 に 見 ら れ た「 ス ポ ー ツ 発 展 途 上 国 」と い う 日 本 の 国 際

的 な 位 置 づ け は 、 テ ク ス ト の 解 釈 と し て は 正 し い と し て も 、 再 考 の 余 地 が あ る 。 

申 請 者 は 、本 論 文 の 学 術 的 な 貢 献 を 適 切 に 主 張 し つ つ 、そ の 限 界 を も 的 確 に 把

握 し た う え で 、 こ れ か ら 取 り 組 ま な け れ ば な ら な い 課 題 を 自 ら 整 理 す る よ う に

批 判 に 応 答 し た 。最 終 試 験 と 学 位 申 請 論 文 の 審 査 と を 総 合 的 に 判 断 し た 結 果 、審

査 委 員 会 は 全 員 一 致 で 、学 位 申 請 者 H i m a w a n  P r a t a m a が 、博 士（ 学 術 ）を 授 与

さ れ る に ふ さ わ し い と 結 論 づ け る に 至 っ た 。  


