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1. はじめに     

 イギリスはかつて大英帝国として権力の拡大を目指し、

世界中に多くの植民地を保有していた。このような宗主国

にとり、メディアを通したプロパガンダは統治の上で重要

な課題であった。映画は特に視覚的・聴覚的要素に加え、

娯楽的な要素が強いことから多くの宗主国でプロパガンダ

映画政策が行われていた。本研究では、植民地下における

プロパガンダ映画政策が、国家独立後の映画産業に与える

影響を実証することを目的とする。 

2. 理論と仮説 

 イギリスにおける植民地統治の目的は植民地からの富や

資源の効率的な搾取であり、そのためには植民地にある既

存の政治構造を破壊し、イギリスに有利な社会システムや

文化的価値に入れ替える必要があった(Okome, 1996)。よっ

て近代技術の象徴とも言える映画は植民地主義的な思想を

植え付けるのに有効な手段であったとされている。 
 イギリスのプロパガンダ映画政策の影響を受けた例とし

て Gold Coast 植民地(現：ガーナ)が挙げられる。Gold Coast
では 1927 年に初めてプロパガンダ映画が公開され、その

後上映機材を詰んだ車 Cinema Van を用いて農村を含めた

幅広い地域での映画公開が行われた (Rice, 2019)。その結果

1941 年には約 15 パーセントの国民にプロパンガンダ映画

の公開が行われたとされている(Smyth, 1979)。また 1949 年

には植民地映画製作機関 Colonial Film Unit(以下:CFU) が
設置され、英語に関する教育映画や長編コメディー映画・

ニュース映画など幅広い映画が作成されただけでなく、プ

ロパガンダ映画の作成技術や効果的な公開方法の伝授が行

なわれた(Rice, 2019)。 
 これらのプロパガンダ映画政策はアフリカに限らずアジ

アやカリブ海などでも行われた。拠点となる国に CFU を設

置することで、その周辺地域にあった映画製作・公開が行

われた。カリブ海にあるジャマイカでは Jamaica Film Unit
が設立され、ジャマイカに加え周辺 3 カ国から学生を集め、

映画製作技術の伝達や映画の共同製作が行われた(Francis, 
2011)。またジャマイカでは植民地で製作されたにも関わら

ず高い評価を受け 1954 年のベルリン映画祭で公開される

ような作品も存在した(Francis, 2011)。 
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 このようにイギリスが行ったプロパガンダ映画政策は、

多くの植民地の映画産業草創期に影響を与え、現在の映画

産業の発展に関わっていると考え分析を行った。 

3. データと分析手法 

 本研究では、現イギリス海外領土を含めた 67 カ国を対

象に分析を行った。分析手法は、有意差検定の一種である

Brunner-Munzel 検定を行った。独立後の映画産業に関する

データは IMDb から取得した。植民地映画と CFU に関する

データはデータベースである”COLONIAL FILM MOVING 
IMAGES OF THE BRITITH EMPIRE”と論文である “Making 
Films in and for The Colonies”から取得した。 

4. まとめ 

 分析を行った結果、植民地映画を多く公開した群と CFU
が存在した国の群では、そうでない群に比べて現在の映画

製作本数が多いことが実証された。 
 本研究には理論的貢献と実務的貢献がある。理論的貢献

は、植民地時代の宗主国によるプロパガンダ映画を用いた

刷り込みが、現代の映画産業の発展に貢献していることを

実証することによる刷り込み理論への理論的な貢献である。

実務的貢献は、本研究はイギリスのプロパガンダ映画に関

するデータを用いた研究である。既存の映画産業に関する

研究とは全く異なる立場をとっており、歴史的な埋め込み

を実証するための研究となっている。 
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