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　本論文は，スポ
ー

ツ競技場の
”
メ ディ アイビ の 中で，’1青報媒 体 と しての 大型 映像 装 置 を機 にス ポー

ツ 視聴形態が 変遷

して い く過程を情報文化学的な視点で考察す る ことを 目的 と して いる。ス ポーツ選 手 に よ っ て 競技 が 行わ れ．大勢 の観

客が生の ス ポ
ー

ツ を観るための場と して 想定され た競技場に導入 され た大 型映 像装 置 は，競 技 場 内の オーデ ィ エ ン スの

視聴文 化 に変化 を起 こ し，生 の ス ポー
ツ 抜き に オーデ ィ エ ス 同士 を媒介す る イン タ

ー
フ ェ イス と な っ た。この 本論 で扱

うの は，競 技場 を舞 台 に行わ れ るプ ロ ス ポー
ツ で ある。大 型映像装置の 集団映像視聴は 競技場の 外へ と 広が り，仮 想競

技場 を街中 に出 現 させ るに至 る，大 きな 可能性 を持 つ と筆 者 は考え る。

Abstract
This　paper　considers 　tbe　evolution 　of 　the　Japanese　sports 　consumption 　tbrm 　by　analyzing 　big　screens 　as　an　infermation　carrier

opportunity 　in　the　mediatization 　ef 　stadiums ，　from　the　view 　of 　the　Inferrnation−Culturotegy　Society．　The　introduction　of　big　screens

into　stadiums 　has　enabled 　large　audience 　to　watch 　actua ］games；this　has　changed 　the　sports 　consumption 　fbrm　ef 　audience 　within

stadiums 　by　beceming　an　interface　which 　serves 　audience 　members 　who 　are　unable 　to　watch
“
］ive”sports 　games．　This　paper

particu］ar］y　focuses　on　the　consumption 　forrn　ofthe 　professional　sports ．　These　big−screen 　viewing 　events 　have　thc　petentla］　to　extend

out 　ofthe 　stadiurns 　wallsto 　create 　
‘」
virtua ］stadiums

”
within 　cities．

1 ，は じめ に

　本論文は，ス ポ
ー

ツ 競 技場 の
L’
メ デ ィア 化

tt
の 中 で ，情 報 媒

体 と して の 大 型映像 装置 を 機 に ス ポーツ 視聴 形態 が変 遷 して い

く過 程を情 報文 化 学 的 な視 点 で 考 察 す る こ と を 目的 と して い

る。ス ポ
ー

ツ 選手に よ っ て 競技が 行わ れ，大勢の 観客が生 の ス

ポ
ー

ツ を 観る た め の 場 と して 想定 さ れ た競 技場 に 導入 され た 大

型映像装置 は，競技場 内の オ
ー

デ ィエ ン ス の視 聴文化 に変化 を

起こ し，生 の ス ポ
ー

ツ 抜きに オ
ー

デ ィ エ ン ス 同士 を媒介す る イ

ン ターフ ェ イ ス と な っ た。こ の 本 論 で 扱 うの は，競 技 場 を 舞 台

に行わ れ る プ ロ ス ポ
ー

ツ で あ る。 大 型映 像装 置の 集団映像 視聴

は競技場の 外へ と広が り，仮想競技場を街中に 出現 させ る に至

る，大 きな 可 能性 を 持つ と筆 者 は 考 え る 。

　本論 は情報文化学的視点を採 り入 れ る こ と に特徴が あ る 。 映

像 メ デ ィ ァ を契機 と して 人 々 が 本来ス ポ
ー

ツ の 行わ れ る 場 で

あ っ た 競技場へ 集ま る過 程を 検討 す る こ と は．情報 と 文化 の 相

互 作用をマ ク ロ に 考察する こ とに もつ なが る の で ある 。
こ こ で

い う情 報 とは，情報 装置 と して の 大 型映 像装 置で あ り，メ デ ィ

ァ と して の 競技 場 で あ る。競 技場 は従 来，ア マ チ ュ ア で あ る観

客 と プ ロ ス ポ ーッ を媒介 す る 場 で あ っ た が，こ の 状 況 に 加 え て ，

現 在で は観客 同士 を媒介す る役割 も担 う よ うに な っ てい る、，ま

た，文化 と して 注 目 した い の は ス ポ
ー

ッ の 消 費文化 で あ り，そ

の 担 い 手で あ る オ
ー

デ ィ エ ン ス の 変化 で あ る。

　こ こ で は，オ
ー

デ ィ エ ン ス に よ る ス ポー
ッ 視 聴 へ の 関わ り

を，試 合の 前 後，競 技場 の 内外 とい う時 間的 ・空 間 的 幅 を持 つ

もの と捉 え，ス ポ ー
ツ消 費 と呼ぶ 、、こ の ス ポーツ 消 費 の 形 態 は，

情報 メ デ ィ ア と して の 大型 映像 装置 が競 技 場 へ 登場す る こ とに

よ っ て 、生 の ス ポー
ッ を競技 場 内 で直接 観 る とい う消 費形態 か

ら時空 間的 広が りを持 つ もの に 変化 して い る。本論 で は．情 報

装置 と して の 大 型 映像 装置 と オー
デ ィ エ ン ス の ス ポーツ 消 費文

化が 相互 に作用 しなが ら 「観 る」 ため の メ デ ィ ア消 費 に特化 し

た あ り方へ 変化 し，さ らに メ デ ィア 消 費が 進 む につ れ て 視聴 行

為が 競技 場外 へ と広 が りゆ く過 程 に 注 目 した い 。

　以 上 を踏 まえ，本論 は次 の よ うに構 成 され る。

　第 1 節で は，現 代 日本 に お ける競 技場 の 歴 史 と社 会文 化 的意

味 の 変 化 に つ い て 検 討 す る。

　 日本 にお け るス ポー
ッ 施 設 は，その 多 くが地 方 自治体 の 所 有

す る 公 共施設 で あ り，「体育」あ る い は 「国 体」 とい っ た 教 育

的 な 背景 と と もに 建 設 が 進 ん で きた。しか しス ポ ーツ 施 設 の あ

り方 は 1980 年代以 降 大 き く変 化 し，人 々 が 集 ま り 「観 る」 た

め の 場 と して の 役割 に 移行 して い く。元来は ス ポ
ー

ツ をす る た

め の フ ィ
ー

ル ドで あ っ た 場 が．近 年 の 競 技場 新 改 築 に 際 し て ，

人 々 が 集 ま り，ス ポ
ー

ッ イ ベ ン トを消費す る 場 と して の 役割に

移行 して い っ たの で あ る。

　 第 2節 で は、競技 場 の 変化 の 過程 で 登場 し，競 技場 の 観客 の

ス ポーツ の 見方 に 大 きな影響 を与 えた 要 閃の …つ と考 え られ る

大 型 映像 装 置 に着 目す る、，

　 大 型 映 像 装 置 が 閉 じ ら れ た 競 技 場 に 導 入 され た こ と は，ス

ポ
ー

ツ の コ ン テ ン ツ 化 を 促 し．人 々 が 集 ま り 「観 る」た め の 場

と して の 競技場の 価値を押 し上 げ た。実際に 行われ る ス ポー
ッ

の プ レ イ を切 り取 り，同 時 的 に 画面 上 で 再 生す る 大型 映像 装置

は，事業 者 に よ っ て 競技 場 に 持 ち込 まれ．現 在 で は 競 技場 が新
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改 築され る 際 に 必ず とい っ て よい ほ ど取 り入れ られる情 報装 置

とな っ て い る。ス ポー
ッ 観戦 の 補 助的 な道具 と して 競技 場 内に

登場 した 巨大 ス ク リ
ーン は，ス ポーッ を 「す る 」 とい う本 来の

競技場 の 機能 を抜 きに して，ス ポー
ツ を 「観 る」 こ とに特 化 し

た場 へ と変化 させ た と 考 え られ る。

　 第 3節 で は．競技 場 内 で 近年 起 きて い る 奇 妙 な変 化 と して ，

フ ィ
ール ドに誰 もい ない 競技 場 で の 大 型 映像装 置 の 集 団視聴 行

為 に つ い て 検討す る、、こ の ス ポ
ー

ツ 消 費の あ り方は．凵本 で は

国際的 なサ ッ カ ー試合 に 際 して た び た び 行 わ れ る よ うに な っ た

こ とで 広 ま っ て い っ た、，多くの 人 々 が ひ とつ の 大型 モ ニ タ
ー

を

見つ めて 時空 間 を共 有す る場 の 登場 と需要 の 拡大 は，「生 」 の

ス ポ ーツ 消 費 と並 行 して 起 こ っ た 注 目す べ き現 象 で あ り，消 費

形 態 の 多様化 を体 現 して い る。こ の 大 型 映像装 置 を用 い た 集団

視 聴は 徐 々 に 競技場 の 外に も見 られ る よ うに な っ て い る 。 ス

ポーツ 施 設 に 次 々 と取 り付
．
け られ，さ ら に 街へ の 進 出 も広 が り

つ つ ある 大型 映像 装置 は，拡 大 され た 仮想競技場 の 公共 的な役

割 と可能性を考える 上 で も重要 な意義を持つ と考え ら れ る 。

2 ．現代日本にお ける 競技場の歴 史と社会文化的意味

　 口本 に お け る ス ポ
ー

ツ 施設 に つ い て，筆者は，戦後，競技を

す る た め の 場か ら，テ レ ビ放送 を意識 した 構．造へ と作 り替 え ら

れ，観る た め の 場へ と移行 して きた と考え る。メ デ ィ ア コ ン テ

ン ツ と して 価値の あ る プ ロ ス ポ
ー

ツ を 「観 る j 場 へ の 移 行 は，

大 型映像装 置が 取 り入れ られ た 巨大な 競技場の 建設ラ ッ シ ュ が

一
つ の きっ か け とな っ た と考え られ る。競技場に 大型 映像装 置

が 持 ち込 まれ る こ とで、競技場が テ レ ビ ス タ ジ オ 化 した の で あ

る、、こ こ で は．近現代日 本にお い て，マ ス メ デ ィ ア が 介入する

ス ポー
ッ イベ ン トの 場 とな る ス ポー

ッ 施 設 に つ い て 検討す る。

2，1 「運 動場」と して の 競技場

　体操 を中心 と した外来 ス ポー
ツ は，明治維新前後の 日本に お

い て 軍．事教 育 を 目 的 と し て 導入 さ れ た。1912 年 の 第 五 回 オ リ

ン ピ ッ ク ス トッ ク ホ ル ム 大 会に 凵本が初 参加を果た すと、陸上

競 技 な ど新 た なス ポー
ッ が認知 され る よ うに なる。こ う した 近

代 ス ポー
ツ の 形 成 は 国 家政 策 の 中 に 取 り込 まれ，「体 育」 とい

うか た ちで 教育的 な側面 を持 ちなが ら進 行 して い っ た。その た

め に，戦後 の 日本 に おい て は．体操 の ため の 体 育館 や陸 L競技

場が圧 倒的 に 多 く建 設 されて きた とい う特徴 が あ る。

　 日本 に お ける 近代 ス ポーッ 確 立 期 に お い て 「体 育」が 象徴す る

競技場
．
は，何万 人 もの観客を収容す る 設備 を必 要 と しなか っ た 。

現存する大型 の競技場と して．明治神宮外苑競技場 と して 誕生 し

た国立競技 場霞 ヶ 丘 競技 場 は 3 万 人規 模 の 収容 人 数 を誇 っ た が

こ こ で は 全国規模．の 大会 が年に 2 − 3 回行 われ る程 度の 利用状 況

で あ っ た とい う
！11。こ れ に対 し．小 さな体育 施設 は学校 や教育 の

関連施 設 と して ［．1本各地 に 点在 して い た。こ の 時期 の
一

般的 な体

育施設 は，い わ ば 「運 動 場」 と して機 能 して い た の で あ る、，

　大型 の 陸上 競技場が 全 国各地 に 登場する きっ か け となっ たの

は，1946年 以後，国 民 の 気分 を盛 り Eげ る た め に 考 え出 さ れ た

「国民 体育大 会 」．通 称 「国体」 の 開始 で あ っ た、、国体 は 各県 が

持 ちlnlりで 開催 され る た め に．各県の 県庁所在地周辺 に 大型 の ，

各県 を代 表す る よ うな陸上 競技場が 建 設さ れ る こ とに なっ たの

で あ る。国体 は 各県 に 体 育施設 を 普及 させ た が ，一方で ，そ れ

らは単 なる 「ハ コ モ ノ 」と揶揄され る よ うに 画
一

的な もの で あ っ

た 。 と い うの も．国体開催が 決ま っ た 県で は，前例 を くま な く

調査 した うえで そ れ ら と 同 じ もの を作っ て い た た め で あ る
［2］，、

こ うした 画
一

的 な陸上 競技場は，あくまで 戦前に 作 られて きた

体育施設 を大型化 した もの で あ り，そ の 役割は教育的な 「体育」

の 延 長線 Eに あ っ た と言 える。日本 に お け る 競技 場 の 歴 史は，

その 大部分 を 「運動場
．
」と して 経験 して きた の で あ る。

2．2 　メ ディア コ ン テ ン ツ と し て の ス ポ
ー

ツ の 成熟

　1970 年代 に 入 り，目本 が 経済成長 を遂げて い く中で，東京オ

リン ピッ ク の 経験か ら次第に陸．ヒ競技以外の ス ポー
ツ の 認識が広

が り，余暇 活動 と して の ス ポ
ー

ツ が 普及 す る。ス キ
ー

や ゴ ル フ を

中心 と した レ ジ ャ
ー

ブ
ー

ム の 中で 「する」ス ポ
ー

ツ が 大衆化する

一
方，プロ ス ポ

ー
ッ を 「観る」ため の コ ン テ ン ツ 化 も進 み．マ ス

メデ ィ ア の 発達 と重 な っ て，ス ポ
ー

ツ は
一大 産業に な りつ つ あ っ

た 。 体育館や陸上 競技場に お い て．教育の
一
環 と して真面日 に取

り組む もの とされ て きた ス ポー
ツ が，巨大競技場内 で観て 楽しむ

余暇 活動 として 変化す る 過 程 に お い て、テ レ ビ中継は．ス ポ
ー

ツ

の価値を変化させ る 重要な役割を果た した の で ある。

　高橋 （2〔〕06 ） は 「メ デ ィ ア バ リ ュ
ー

（メ デ ィ ア で 取 り上 げ

ら れ る 価値 の 高い ） ス ポ
ー

ツ 」 を 「メ デ ィ ァ ス ポ
ー

ッ 」 と定義

し て い る
［31t，日本に お い て，ス ポーツ イベ ン トは古 くか らメ デ ィ

ア コ ン テ ン ツ と して 利 用 され て きた。

　 日本で は じめ て マ ス メ デ ィ ア 企業 に よ っ て 開催 さ れ た ス ポー

ツ イベ ン トとさ れ る の は．1901 年 11 月に 時事新報社 が 行 っ

た 「不忍 池一二 時 間競争 （不忍 池池 畔一周 長距離 走）」で あ る、，

1901 年 に は大 阪毎 口 新 聞社 が 「堺 ・大 浜 間 百 里競 争 」 と 「大

阪 湾十 里競 泳」 を開催 し，さ らに 1908 年 2 月 か ら 1915 年 に

は南 海鉄 道 とい っ た イ ン フ ラ と地域 開発が 結 びつ い た諏訪 湖
一

周 10 マ イル レ
ース を開 催 す る な ど，こ の 頃か ら多 くの ス ポー

ツ イベ ン トが 新聞社 に よ っ て 開催 され て きた．

　戦 後，テ レ ビ局が 開局 され る と，番組 制作 技術 や ス タジオ設

備 な どが 整 っ て い な か っ たテ レ ビ 局は，プロ 野球 や プ ロ レ ス と

い っ た ス ポー
ッ コ ン テ ン ツ を放 送 した。1960 年 に は 日本 初 の

民 間放送 局 で あ る中部 日本 放送 が ゴ ル フ トーナメ ン ト 「中 目ク

ラ ウ ン ズ」 を開 始 し．テ レ ビ局 が 主 催 す る 初 の 冠 イ ベ ン トと

な っ た。ま た 同年 に 行 わ れ た オ リ ン ピ ッ ク ロ
ー

マ 大 会 に お い

て ，は じめ て テ レ ビ放映権が ヨ ー
ロ ッ パ ，ア メ リ カ，日 本を対

象に 成 立 し．世界中 に オ リ ン ピッ ク が 放送 され る ように なっ た．

1964 年 の 東 京 オ リ ン ピ ッ ク で は，オ リ ン ピ ッ ク 放 送 史上 初 の

カ ラ
ー放 送が な され た ほ か，衛 星 中継 もな された，，こ の 後，ス

ポー
ツ イベ ン トに と っ て テ レ ビ放 送の 存在 は不可 欠 と なる。ス

ポ
ー

ッ イ ベ ン トの 主 導 者 は 新 聞社 か ら テ レ ビ 局 へ と 変 化 して

い っ た、、生 中継 を 可 能 とす る 映 像 メ デ ィ ア の 介入 に よ っ て．「観

る」 こ とに 価値を置くス ポー
ツ 消費の か た ちが 定着 して い っ た

とい える、，か つ て 「運 動場 」 とし て の 競 技 場 に お い て．教 育 的

な価 値 を与 え られて い た ス ポ ーッ は．外 部 に 放送 される こ と で ，
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しだい に商業 化 の 度合 い を増 して い っ たの で あ る。

　決定 的 な出来事 と な っ たの は．公 共 の ス ポーツ 施 設 に テ レ ビ

放 送 向け の 企 業広 告 が持 ち込 まれた こ とで あ る。間宮 （1995）

に よ る と，ユ977 年 に 凵本 で 開催 され た フ ィ ギ ュ ア 世 界選手 権

に お い て，ス ポ ン サー
の 広告看 板 が 認 め られ，国立 の 競 技場 に

企業 の フ J一ン ス 広告 が許可 され，ア マ チ ュ ア競 技 団体 が広 告代

理店 に 対 しス ポー
ツ マ ーケテ ィ ン グ権 を委託す る方 式 が生 み 出

された こ とで．ス ポー
ッ ビ ジ ネス に 転 機が 起 こ っ た とい う

［4］、、

こ の 年 を契 機 に，テ レ ビ 局 に お け る ス ポーツ 番組 放 送 時 間 が

飛 躍的 に 増 え る ように な る
［
「
°］。オ リン ピ ッ ク をは じめ とす るス

ポー
ツ イベ ン トが ス ポー

ッ 施設 を巻 き込み 巨大 産業 化す る こ と

で．マ ス メ デ ィ ア と ス ポー
ツ の 関 係 も また飛 躍 的 に 変化 したの

で あ る。こ の 頃に は家 庭 用 カ ラ
ー

テ レ ビの 普及 も進 み ，70 年

代初 頭 に は 世帯普 及 率 は 90 ％ を超 え，80 年に は 98 ％ に まで

達 して い る
［S］。テ レ ビ放送 は．ス ポー

ツ を．．一
つ の メ デ ィ ア コ ン

テ ン ツ と して 放送す る こ とで ，競技場 と家庭 を繋 い で い た。閉

じ ら れ た 競技 場 を多 くの 人が 「観 る 」 イベ ン トと して 成 功 させ

る に は，テ レ ビ 放送が 必然 的 に 求 め られ た と も言 え る。

　高橋 （2006）は．1970年 代 まで に は ス ポー
ツが 「マ ス メ デ ィ

ア に よ っ て 利用 さ れ る 側 」 で あ っ た の に 対 し，1980 年 代 以 降

は放送 権 ビ ジネス の 台頭 に よ っ て，メ デ ィ ァ と ス ポー
ッ の 関係

が相互 依存 的 に な っ て い る こ とを指摘 して い る
剛 。マ ス メ デ ィ

ア は，ス ポー
ッ ビ ジ ネス に お い て 権 利 を持 つ 主 催者 の

一
部 で あ

る と同時 に．高額 な放 送権料 を支払 う顧 客 に もな っ たの で あ る，，

大沼 〔2007） は 「観 る」ス ポー
ツ が 巨大 産業化 す る につ れ 「追

及 される の は 『メ ジ ャ
ー」 リ

ーグベ ース ボール で あ り，『メ ガ』

ス ポーッ イベ ン ト」と な り，「こ こ で は，小都 市 を基 盤 とす る 『マ

イナー』 リーグ．市民 の ス ポー
ツ

・レ ク リエ ーシ ョ ン 活 動等 は

周辺化 される 」 と指摘 して い る
［8］，，テ レ ビ ス タ ジ オ化す る競 技

場 は．メ デ ィ ア コ ン テ ン ツ と して の ス ポ ーツ の 商業 化 の 帰結 と

して あ らわれて きた と考 え られ る。

3．「侵 入」 か ら 「拡 散」 へ の契 機 ：大 型映像 装 置 と新 しい オー

　　ディエ ンス の誕生

　大規模 な競技 場で 行 わ れ る大規模 イベ ン トは．顧客 と して 大勢

の オーデ ィ エ ン ス を必要 とす る。プロ ス ポー
ッ リ

ー
グで ある プ ロ

野球 や J リ
ーグは，巨大な競 技場 と と もに 各都 市に根付き，競技

場 に や っ て くる優 良顧客 で ある フ ァ ン を 獲得 し て きた。1988 年

に完成 した東京 ド
ー

ム を皮切 りに日本各地で 建設 され た 巨大 な競

技場は．来場者 が 「夬適に ス ポ
ー

ツ 観戦 で きる よ う，次々 と巨大競

技場 向け の 設備 を 導入 した。大型 映 像装 置 もまた，消 費者 と して

の オ
ー

デ ィ エ ン ス の た めに用 意 された設備の 一つ で あ っ た とい え

る。1990 年代，大型映 像装置 は 1人が 集 うこ とで 生 まれ る
／t

感

動 ス テ
ージ

tt
」

「引
と して ，ある い は 「大 きな 2 度 目の ど よ め き」

［10］

を引 き起 こ す装置 と して ，売 り出 され たの で あ る。こ こで は，大

型 映像装 置が 日本各地 の 競技場 に 普及 して い く中で，ス ポ
ー

ツ イ

ベ ン トの 消費者 と して の競技場内 の オ
ー

デ ィ エ ン ス が どの よ うに

変化 して きた の か とい う側面 に つ い て 考察す る。

口本に おけ る ス ポ
ー
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3．1　 競技 場 に導入 さ れた 大型 映像装置

　 日本初 の ドーム 型 球場 で ある 東京 ドーム をは じめ，大規模な競

技場 が誕生 した 1980年代 は，「観 る 」 こ とに特 化 した競技場 設備

の 大幅な革新が 起 きた。テ レビ中継の ための 放送席や 記者室 な ど

が 組 み 込 まれ た ほ か．テ レ ビ映 りを考 慮 した 照 明設備が 次 々 と企

業 に よ っ て 持 ち込 まれ て い っ た。こ う した中で 競技場 内 に登場 し

たの が，フル カラ
ー動画 を映すこ との で きる大 型映像装置で あ る。

三 菱電 機が 1980年 に 世 界初 とな る フ ル カ ラ
ー大 型映像 装 置をア

メ リ カ に 納人 して 以来，現 代 に 至る まで，新改築 の 際に 大型 映像

装 置 を導 入す る 日本の 競 技場 の 数 も増 して い る。1993年 に発 足

した J リ
ー

グは，加．盟希望 チ
ーム に，要件 を備 えた競 技場 の 設置

を要 請 して い る。1996年 に は，す で に放 送 席や 記 者 席，カ メ ラ

マ ン室．カメ ラ ス ペ ー
ス，記者室，イン タ ビ ュ

ール ー
ム な ど，ボ ッ

ク ス や 席数 収 容 人数や 広 さ な どに 関す る詳細 な要件が 設定 され

て い る
［111

が．2002 年の 「競技 場基 標準」 改訂 に 際 して は．新 た

に 「大型映 像装
．
置」 とい う項 目が設 け られ た。この 競技場基準 で

は 「よ り多 くの 観客 席か ら視 界に入 る 位置 に，大型 映像 装置 を設

置 す る こ と が望 まれ」 る と して お り．「大 不特 定多数 で ある観客

に，最 も効果 的に コ ミ ュ ニ ケートす る方法 は．大型 映像装置 に メ ッ

セ ージ （情報 ） を掲 載 す る こ と」で ，「観 客 に よ り快 適 な観戦 を

提 供」 し 「競技場 を よ り素晴 ら しい 空間 へ と導」 くため に 必要 な

ッ
ール で あ る と説明 して い る

L121。大 型映像 装置 は ま さに 「観る」

ため の 演 出に 特化 した．競技場 の テ レ ビ ス タジ オ化，劇場 化の 象

徴 で あ っ た と考え られる、，

3，2　大型映像装置 とオ
ー

ディ エ ン ス

　阿 部 （2008 ）は ，1984 年 の ロ サ ン ゼ ル ス 大 会 と 2004 年の

ア テ ネ大会の 二 つ の オ リ ン ピ ッ ク 開会式 を比 較 検討 した 上 で ，

両 者の 違い に つ い て 次の よ うに 述べ て い る 。 「（ロ サ ン ゼ ル ス 大

会 に お い て
一

筆者 注 ）『Music　ofAmerica 』 を 基 本 コ ン セ プ ト

に音で 繰 り広 げ られ た 開会式は．あくまで 競技場を中心に 据え

て 進ん で い っ た 。 それ に対 して ア テ ネ大会で は，演出の 1役は

音 で な く光 だ っ た。（中略 ） 『光 の 饗 宴』 を 『見 る』 主 体 は 競技

場 に 集ま っ た 観客 で は な く，テ レ ビ中継 を通 じて 開会式の 模．様

を観 る 世界 中の 視聴者で ある，，仲 略〉競技場 に い る 観客が そ

れ を 楽 しむ た め に は，皮 肉な こ と に 目 の
．
前の 演技 か ら

一一
度 目 を

転 じて，巨大 なス ク リ
ー

ン に 目を向け なけ れ ば な ら ない 」
［13］

t、

　 こ う した ラ イ ブ と複製の 境界の 薄れ は，試合が 行わ れ る 現

場 に 映像 装 置 が 持 ち 込 ま れ る こ とで 加速 し た と考 え ら れ る。

Auslander （1996 ）は 現 代に お い て もは や ラ イ ブ と複製の 二 項

対立が 成 り立た ず，両者が 相互 依 存的 に 存在する と指摘 した上

で，そ の 例 と して ス ポー
ッ イベ ン トに おけ る 巨大 ス ク リ

ーン で

の リプ レ イや ク ロ ーズア ッ プ を 挙 げて い る
［14］。実 際の プ レ イ を

単 なる 出来事．や 事件 と と らえ る の に対 し，ス ク リーン の 中で 切

り取 られ た もの は 「物語 」で ある
［
咆、ス ポ

ー
ツ は映像に よ る 意

味付 け に よ っ て ，「観る」対 象に 変化す る。巨大 な 競技場ヘ ス ポー

ッ を観に や っ て 来る 人 々 は，大 型映 像装 置が切 り取 り，物 語 化

す る ス ポー
ツ に 慣 れて ゆ く。消 費者 と して の オー

デ ィエ ン ス は，

大 型 映像 装 置．に よ っ て 訓練 され た 側 面 を持 つ と もい え る。人 々

に と っ て ．大 型 映像 装 置 は，い まや 巨大 競技 場 に お け る ス ポ
ー
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ツ 観戦 にお ける 重要 な要 素と な っ て い る と考え られ る 。

　 阿部 〔2008 ） は，ス ポ
ー

ツ を 取 り巻 く状 況 が マ ス メ デ ィ ア

に よ っ て 大 き く変化 した 結果．人 々 の ス ポ
ー

ッ の か か わ り方 を

「観る 」ス ポ
ー

ツ と して 変化 させ．それ が さ ら に 人 々 が 選ん で 「す

る 」 ス ポ
ー

ツ に も影響 を 与 え て い る と指摘す る
［161。「ど こ まで

が 『本来 の ス ポ
ー

ツ 』で ど こか らが 『メ デ ィ ア 化 され た ス ポ
ー

ツ 』

で ある か に 明確な 境界線 を引 くこ とは，もは や 不可 能」
11
・
Tl

な

の だ。この 曖昧さ は，競技場 内 の 大型 映像装置 に お い て 展 開 さ

れ る ス ポ
ー

ッ と，実際に 行わ れ て い る 出 来 事 と して の ス ポー
ツ

に お い て も見られ る、、 大型映像装置の 存在は．ス ポー
ツ に 対

．
す

る メ デ ィ ア の 関 わ り方 を 大 き く変化 させ た 要 因 の
．一・

つ で あ る。

人 々 は テ レ ビ 中継 を 観る 気楽 さ と，そ の 場 に存在す る 体験 的価

値 を同時に 楽 しむ こ とが で きる よ うに な っ た，， 大型 映像装置が

設置 さ れ た 競 技場 を経験 した 人 々 は，の ち に 「観る 」 ス ポ
ー

ツ

の 新た な 視聴形態 を確立 して い くこ とに な る。こ の 装
．
置は，産

業ス ポー
ツ や マ ス メ デ ィ ア が 意図 しな い とこ ろ で ，新 し い オ

ー

デ ィ エ ン ス 誕 生へ の 布石 とな っ た の で あ る。

　競技場 の 客 席は，今や．どの 席か ら も フ ィ
ール ドと同様 に 大

型 映像装 置が 見 られ る よ う設計 され る。観客 に とっ て，い まや

現 実 に 目の 前 で 繰 り広 げ られ る 試合 そ の もの だ けが．重要 なの で

は ない 。大型 映像 装置 が，観 客 と生 の 出来事 との 問 に 介在 す る

存在 となっ た時，ス ポー
ッ コ ン テ ン ッ とマ ス メ デ ィア の 密 接 な

関係 が競 技場 の 外 へ と拡散 して い く。そ し て そ の 新 しい 展開 の

一
つ として ，次項 で は競技場 内 の 大型映 像装 置を用 い た 集団視

聴 イベ ン トを取 り．Eげた い ，，

4．競技 場 内での新 た な動 き

　 こ こ まで 、ス ポーツ イベ ン トが行 わ れ る 場
．
と して の 競 技 場が

ス ポ ーツ の コ ン テ ン ツ 化 と大型 映像 装 置の 導 入 に よ っ て テ レ ビ

ス タ ジオ化 して きた経 過 をマ クロ な視点 か ら考察 して きた。競

技 場 へ 「生 」の プ ロ ス ポー
ッ を観 に や っ て くるオ

ー
デ ィ エ ン ス

は，大 型映 像装 置 に よ っ て 「観 る」 ス ポーツ の 消 費者 と して 訓

練 されて きた とい う側 面 を持つ と考 え られ る。

　 さて ，こ う した過 程 を経 て，選 手 の い な い 競 技 場 内 に お い

て ，大 型映 像装 置で 放 映 され る生放 送 ス ポ ーツ コ ン テ ン ツ を集

団視 聴 す る イベ ン トが 行 われ る とい う変化 が起 きて い る。「す

る 」 ス ポーツ の 場 と して 機 能 して い た 競技場 は箱 庭 的空 間で あ

り，外 部 に テ レ ビ 中継 す る 必 然 性が 生 じて い た、，しか しそ れ が

次第に 変化 し，その 新た な形態 と して ，こ の 奇妙 な現象が 確認

されて い る．そ して その 変化は．次第に 競技場外 へ 展 開 しつ つ

あ る。競技 場 内に 存 在す る 大型 映像 装 置 は．その 製 造 ・販売 に

携 わ っ て きた 人 々 に よ っ て，街 メ デ ィ ア と して 競 技場 の 外 へ 持

ち出 されつ つ あるの だ
1isl。

　 こ こ で は 競技場 内で 近 年見 られ る よ うに な っ た，大型 映像装

置 の 集団視聴 イベ ン トを め ぐ り，「観 る 」ス ポ
ー

ツ に 不可 欠 な

要素
．
で ある オ

ー
デ ィ エ ン ス と．大型映像装 置を契機 と して 閉 じ

られ た競 技 場が 開 かれ た仮想競 技場 と して の 街 メ デ ィ ア へ と移

行 す る
．
μ∫能性 に つ い て 言及 した い 。

4．1　選手の い な い 競技場

　 1991 年 の FIFA ニ ュ
ーズ で は，将 来 の サ ッ カ ー競 技 場 につ

い て，「世 界 111 の 人 々 が 自宅 に い なが らに して ビ ッ グ ゲ ーム を

楽 し むこ とがで きる ように なっ た 『テ レ ビ 時代』 にあ っ て，収

容 人員 10 万 人 を超す 競技 場 を建設 す る こ とは もはや 賢 明 な こ

とと は い え な くな っ た」 と して い る
［ls ］。こ の 予想 に 反 して ，

現 在で も 日本 に お い て は 多 くの 巨 大競 技 場 が 新 改築 され て い

る。こ れ ら の 巨 大競技 場 で 行 わ れて い る の は，生で 見 られ る プ

ロ ス ポー
ツ試 合 だ け で は な い 。選 手 の い ない 競技 場 に お い て

人 々 が 大型 映像 装置 に向 か っ て 集 団 で 応援 を繰 り広 げ る，大規

模 イベ ン トが 見 ら れ る よ うに な っ た の で あ る。

　2002 年 の 日 韓 共 催 ワ
ール ドカ ッ プで は，こ の イベ ン トの 規

模が 本来の イベ ン トに 匹敵す る ほ ど巨大化 した。東 京 国立競技

場 にお い て もこ う した 集 団 視 聴 イベ ン トが 開催 された が．こ れ

を長澤 は 「か つ て 囗本が 持 っ て い た 国民 的共有 感覚 を，現代 に

復活 させ る 展 示装 置」
f201

と して 位 置 づ け る。そ れ ほ どに 人 々

は 映像 に 向か っ て 熱心 に 応援 を し，「感動 」を共 有 した の で あ る，，

　 こ の イベ ン トはは じめ．チ ケ ッ トを入 手 で きない 人 々 や 競 技

場 まで 行 くこ との で きない 人 々 を救 済す る 目的で 始 ま っ た。し

か し現 在 で は，ス ポー
ツ イベ ン トが 行 われ る 際 に 同時 的 に 開催

される よ うに な り，その 動 きは 日本 各地 で 見 られ る、、近 年で は

集 団視聴 を手 配す る 専門業 者 も登場 す る よ うに な っ た。大 型映

像装 置の 集団視 聴 は徐 々 に．日 本社 会 の 中 に 組み 込 まれつ つ あ

る と考 え られ る、、

　 大型 映像 装 置 は，当初，競 技 場 にい る 人 々 の 利 便性 向．ヒを 目

的 と して 導入 され た。こ の 装 置 は あ く まで ，競 技場 の 観客が，

生 の 試 合 か ら視線 を上 げ，「2 度 目」 に確 認 す る 補 助 的手段 と

して 用い る ため の もの で あ っ た。しか し競技 場 に組 み込 まれ て

い たテ レ ビ 中継 され る装置 と．広告 業 界の 参入 に よ る ス ポ
ー

ツ

マ ーケ テ ィ ン グが ス ポ ーツ の メ デ ィ ア コ ン テ ン ッ 化 を 推 し進

め．こ うした情 報 を媒 介す る大型映 像装 置 は，最終的 に，ス ポ
ー

ツ 視聴 文化の 大きな変化 を促す 契機 と して その 役割を果 た した

と考 え られ る。

　 杉 本 〔2001） は，ス ポーツ を 「す る人」 と 「観 る人」 の 分業

化 と競技 場 内で の 空 間の 分 離が プ ロ ス ポーツ を生み 出し，ス ポ
ー

ツ フ ァ ン を創
．
造 した と前 置 き した 上 で 、次 の よ うに述 べ て い る．＝

しか し．分離．す るだ けな らス ポ
ー

ッ フ ァ ン は ス タ ジ ア ム か

ら去 っ て い くだ ろ う。そ こ で ，分 離 さ れ た 空 間 は、祝 祭空

間 と して 再び統合さ れ，多くの ス ポー
ツ フ ァ ン を動員する

こ とに な る の で あ る。fL’1］

　杉 本が 指摘 す る よ うに，競 技 場内 に は 「す る 人」で あ る ス ポ ー

ツ 競 技 者 と，「観 る 人」 で あ る オーデ ィ エ ン ス を媒 介す る 様々

な装置が 存在する。た とえば メ ジ ャ
ー

リ
ー

グ の ス タ ジ ア ム で は，

駐車場 か ら ゲ
ー

トを く ぐっ て 自分 の 座席 に 辿 り着 くまで ，観 客

の 気分が 盛 り上 が る よ うに 空 間が 展開 し て い く。応援 は場内 ア

ナ ウ ン ス や音 楽 がすべ て リードして くれ る。観客 の 側 も．ウ ェ
ー

ブ や フ ァ ウ ル ボ ール の キ ャ ッ チで パ フ ォ
ー

マ ン ス をす る tt 出店

が 並 び．祝 祭 の よ うな 雰 囲気 の そ こ は，「自分 た ち も参加 で き
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る劇場空間 」
［221

で あ る 。 筆者 は こ こ に．大 型 映 像装 置 の 役 割

を書き加 えたい 。そ して 大 型映 像装 置 は，ス ポーツ 選 手 とオー

デ ィ エ ン ス を媒介 す るス タ ジア ム の 在 り方が 閉 じられた競 技場

か ら開 かれ た競 技場，す なわ ちメ デ ィ ァ 化 され た競 技 場へ と変

容 す る 契機 とな っ た とい う点で 意味 を持 つ 。

　 こ こ で あ らため て 本 論 の 考 える大 型映 像装 置を契機 と した競

技場 の 役 割の 変容 を図 化 したい 。競技 場
．
内 に お い て，ス ポー

ツ

の 消費 形態 は大 き く変 化 して きた。大型 映像 装 置 は情 報媒 体 と

して ，メ デ ィ ア と して の 競 技 場 に 新 た な役 割 を加 え る こ とに

な っ た。す なわ ち，競技 場 はか つ て，プ ロ の ス ポー
ッ 競技者 と

ア マ チ ュ アで あ る観 客 を媒介 す る とい う意味 で ，メ デ ィ ア と し

て機 能 して い た。こ れ を表 し たの が 図 1で あ る。

　2002 年，凵韓 共 催 ワ
ール ドカ ッ プの サ ッ カー試 合 を競 技 場

内で 集団視 聴 した人 々 は，そ の 熱気 を街 中 に も運 ん で い く、，長

澤 は その 様 子を次 の よ うに 報 告 して い る。

試 合終 了 後，国立 競技 場 周辺 で は，行 き交 う人 々 が 両 手 を

高 く上 げ 叩 き合 うハ イ タ ッ チ を して 喜 びを分 か ち合 い ，ク

ラ ク シ ョ ン を鳴 らす車 や バ イ ク に 向か っ て ニ
ッ ポ ン コ ー

ル

が繰 り広 げ ら れ た。路．．ヒで 偶然 出会 っ た レ プ リ カユ ニ フ ォ

ーム を着 て い る もの 同士 は，お 互 い に 『トル シ エ ニ ッ ポ

ン 1』チ ャ チ ャ
ーン チ ャ ッ　 チ ャ ン チ ャ ン （手拍 子 ）．『ニ

ッ ポ ン 1』 チ ャ チ ャ チ ャ （手拍 子 ）。そ の よ うな 光景 が 街

の い たる と こ ろ に 出現 した。f2H】

固1 ：ヲロスポ
ー

ツとオ
ー
デ
’
イエ ンスを媒介する、

　 メディアとしての 競技場の役割

　 矢印 は コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン の 方 向性 を示 して い る。

　 上記 の競 技 場が 従 来持つ 機能 は，大型 映像 装 置 の 導 入 に よ っ

て 変化 しつ つ あ る。大 型 映像装 置 の 集 団視聴 が 行 わ れ るに 至 っ

て，観客 は リア ル な ス ポ ーツ 選 手抜 きで ．大 型 映像 装 置 を通 じ，

観 客 同士 で コ ミ ュ ＝ ケーシ ョ ン を と る よ うに な っ た の で あ る、、

こ れ をあ らわ した の が 図 2 で ある 。

図2 ：情報装置としての 大型映像装置を契機に

　 オ
』
デ
’
イエ ンス同士を媒介する、

　 競技場の 新たな役割
．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　鹽　．　．　’

　大型 映像装 置 は，生 の
．
競技者 抜 きに、見知 らぬ 者 同 士 が 感 情

を共有 し，手を取 り合 っ て 抱 き合 うよ うな イ ン タ
ーフ J ．イス を

創 出す るの で あ る。

4 ．2 　競技 場か ら街 中へ

　競技場 に おける大型映像装 置の集団視聴行為の 先に は，開かれ た

街メ デ ィ ア として の 仮想競技場の登場が 予測で きる。現在 街中の

い た る とこ ろ に進出 しつ つ ある大型映像装置の 存在は，今後 集 団

視聴 自体がメ デ ィ ア コ ン テ ン ッ化 されて い く可能 性を示唆 して い る。

　
．
競技場 は．地 域 の 人 的 ネ ッ トワ

ー
ク や 地 域 ア イデ ン テ ィテ ィ

が 希薄 な都 市 の 人 々 に と っ て ，ス ポー
ッ とい う共 通の 話 題 を共

有 す る こ との で きる社 交 の 場 と して 関心 を集 め て きた。原 田

は，ス ポー
ッ消 費 の 特徴 として 「ス ポー

ッ 参加 や ス ポーツ 観 戦

とい っ た オ ン サ イ ト （消 費場所 ） で の 活動 経験 だ けで な く，そ

の 前 の 『期 待』や 『準 備』，そ して 経 験後 の 『評価 』 や 『追 想』

とい っ た長 い 時 間 の 消 費 を含 む活 動 で あ る 」
IU］

点 を挙 げ て い

る。こ の 意 味 で は ，大 型映 像装 置 を用 い た 集団映像 視聴 イベ ン

トに おい て も，ス ポーツ 消費 行動 が競技 場 の 外へ 続 い てい くこ

と が確認 され た と 言 っ て よ い だ ろ う。

　 日本 の 競 技場 に お い て 見 ら れ る よ うに な っ た 大 型 映像 装 置 を

視 聴す るd’　一デ ィ エ ン ス は，家か ら競 技場 へ 向か い ，さ らに 街

へ 山て い くこ とで ，街をひ と つ の メ デ ィ ア と して 機能 させ る 可

能 性 を 持 っ て い る 。 現 在，大 型 映像 装 置 は，凵本 の 多くの 大規

模 競技場 に 普及 して お り，そ の 進出先は 街中に まで 至 っ て い る 。

情報装置と して の 大型 映像装置を契機 に進行 し たス ポー
ツ 消費

文 化 の 変遷 は ，そ の 延 長線上 に 仮 想競 技場 と し て 拡大 され た 都

市空問 を筆者に思 わ せ る の で ある 。

5 ．お わ りに

　本論で は．競技場 の 内部に お ける ス ポ
ー

ツ の 消費文化の 変化

を．情報媒 体 と して の 大型 映 像装置 の 役割 を軸 に 考察 し て きた 。

情報 と文化の 相互 作用的な関 係の 中で、日本に お ける競技場の

在 り方は 大きく変化 した。すな わ ち，「生 」の ス ポー
ッ 競技 者

と観客 を媒介す る 役割に 加 え，「生 」の 試 合 を抜 き に した 観客

同士 を媒介する 場 を提供する よ うに な っ た の で あ る。競技場が

テ レ ビス タ ジオ 化 し，ス ポー
ツ イベ ン トが 映 像化 を前 提 と した

メ デ ィ ア コ ン テ ン ツ 化 して い く中で ，大型 映像 装 置 は 登場 した 。

大型 映像装 置に よ っ て 集 団視 聴 イベ ン トの 参 加者 へ と変化 した

オ
ー

デ ィエ ン ス は．選手の い ない 競技 場 に お い て．大型映像装

置に 向か っ て 応援 を繰 り広げて い る，、

　「生」の 試 合 を抜 きに した 大型 映 像 装置 の 集 団 視聴 イ ベ ン ト

は，もは や 競技場 とい う枠を必 要 と しない 。閉 じられた競技 場

は テ レ ビ 中継 を必 然 的 に 要求 したが，そ れが 徐 々 に 開かれ るに

つ れ，マ ス メ デ ィ ア と ス ポ ーツ の 関係 は 今後 さらに 変化 して い

くと も考 え られ る。
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　 近年，大型 映像装
．
置は 競技用 施設 に 留まらず，街頭 をは じめ

様々 な場面で 見 られ る よ うに なっ た 。 特 に大型映像装置の 市場

の 中心 に あ る フ ル カ ラ
ー

の LED デ ィ ス プ レ イ は，設置 が 本格

的 に進 み 始め た 90 年代後半以降，低価格化 と地方都市へ の 広

が りに よっ て，2007 年の 納入 面積比 で は 全 体の 13，3％ が 屋外

大画
．
面の ビ ル ボー

ド分 野 で 占め ら れ る まで に な っ た とい う
［251，，

また，2007 年の レ ン タ ル 分野は 全 体の 納入面積比 の 22．9％ を

占め．コ ン サートや 展示 会 とい っ た 非常設型利用 も広が っ て い

る
「26］。こ れ らが直 ちに ス ポ

ー
ツ 観戦へ 繋 が っ て い る とは ま だ言

えない が，大 画面 を共 有する こ と へ の 要求 も また 人 々 の 間に 存

在 して お り，サ ッ カ
ー

ワ
ー

ル ドカ ッ プの 際に 地 元の 人 々 が 有志

で 集団視 聴 イベ ン トを企画 す る とい っ た 動 きが 全 国 的に 起 こ っ

て い る こ と も記憶 に 新 しい 。2DO6 年の ド イツ 大会開催時に は，

茨城 県水 戸芸 術館 の 屋外 広場 で 千 人 もの 人 々 が ス ク リ
ー

ン に 向

か っ て 日本代 表 チ
ーム を応援 し た

［L’T］。ま た、広 島で は 地 元 野

球チ ーム の 応援 に 使 われる しゃ もじを持 っ た 人 々 が．画面に 向

か っ て しゃ も じを叩 き合 わせ なが らサ ッ カー
日本 代表を応援す

る な ど．地域 と密 着 した イベ ン ト展 開が な され て い る
［2s］，，

　大 型 映 像装 置が 街中 に 設置 され，さ ま ざまな コ ン テ ン ツ が 中

継 され 人々 に視 聴 され るに至 り．閉 じられ た特 定 の 場所で 行 わ

れ る イベ ン トは メ デ ィ ア 的性 質 を持 っ て 公 的空 間 に 存 在 し，匿

名の 他者 を 媒 介す る機 能 を持 つ よ うに な る とい う 目∫能性 を筆者

は指摘 した い
。 情報装 置 と しての 大型 映像 装置 と競 技場，そ し

て ス ポー
ツ 消費文化 の 有 り様は，相互作 用 に よ っ て そ の 時 空間

的 幅 を広 げ，競技場 や 生 の ス ポ ーツ を超 える消 費形 態 を生 み出

すに至 る の で ある 。

　冒頭 で 述 べ た とお り．本研 究は 競 技場 を舞台 に 行 わ れ る ス

ポー
ッ ，と りわ け プ ロ ス ポーッ と して の サ ッ カーコ ン テ ン ツ を

念頭 に 置い て 議論 を進め て きた 。 他 の ス ポー
ッ．あ るい は ス

ポー
ツ 以外の イベ ン ト もまた ，街頭 で の 集団視聴 に 際 して 多様

なオ
ー

デ ィ エ ン ス を生 み 出 す可 能性 を持 つ 、、さ ら に，大 型映像

装置で 放映 され る コ ンテ ン ツ と放送 局 に よ る
．
般 家庭 へ の テ レ

ビ中継 との 差異 とい っ た，コ ン テ ン ツ 分析 を行 う必要 も考 え ら

れ る。コ ン テ ン ツ の 多様性 と そ れ ら に関 す る 考察 は ，今 後の 課

題 と した い 。また．大型映像装置をめ ぐる 可 能性 に つ い て よ り

深 く考 察す る た め に は．ス ポー
ッ マ

ー
ケ テ ィ ン グ の 視点が必要

で あ る，、こ う した 点 もまた，今後の 重 要 な 課 題 で あ る。

参考 文献 ・資 料

［ll 清野 眞 ・： 凵本 の 競 技 場 と 2002FIFA ワ
ー

ル ドカ ッ プ TM ・競技

　場、（全 国自治体サ ッ カ ー
職 員 連盟編 ：日本 の サ ッ カ ー

競技場，サ ッ

　 カ
ー

協 会，p．7）（2002）．

［2］岡野 俊
一

郎，賀 川 浩 ；サ ッ カ
ー

競技場開発 の 方向性，〔山本昭 夫編 ニ

　サ ッ カ ー競技場開 発 と地域 振興，綜合ユ ニ コ ム ，P．21） （1995）．

13】高橋義雄 ： メ デ ィ ア ス ポー
ツ の プ ロ デ ュ

ース 論 〔橋 本純
．．．
編 ：現

　代メ デ ィ ア ス ボ
ー

ツ 論 世界思想社，p，52）（2006 ）．
［4］間宮聰夫 ；ス ポ

ー
ツ ビ ジ ネ ス の 戦 略 と知 恵

一
メ ダ ル な き勝利 者た

　 ち へ の 提 言，ベ ース ボ
ール ・

マ ガ ジ ン 社 ，pp ．54・55（1995 ＞．

［5］間 宮聰 夫 ：前掲書、pp，58・59（1995），

16］藤竹暁 ：図説 　日本 の マ ス メ デ ィ ア ［第二 版 1，凵本 放送 出版 会．

　p．76（2005 ）．

［7】高橋義雄 ：前掲書，p．59（2006 ）．

【8］大 沼義彦 ：都 市と メ ガ ・ス ポ
ー

ッ イベ ン ト研究の 視覚
一

都市の 社

　 会 構造 と ス ポ
ー

ツ に 着 目 して （松 村和則編 ： メ ガ ・ス ポ
ー

ツ イベ

　 ン トの 社 会学
一自い 競 技 場 の あ る風 量

一，南 窓社、p．29）（2007 ）．

［9］山 本昭夫編 ：前掲書 （1995 ）表紙パ ナ ソ ニ ッ ク の 広 告 よ り．

［10］体育施設出版編 ： 国立 競技場 の 30年一オ リ ン ピ ッ ク か ら J リ
ー

　 グ まで
一，体育施設出版 （1994 ）表紙 三 菱電機の 広告 よ り．

［11］全 国 自治体 サ ッ カ
ー

連盟編 ： 凵本の サ ッ カ
ー
競技 場今 日そ して

　明 日
一、匚1本サ ッ カ

ー
協会．p．304（1996 ）．

［12】全国 自治体サ ッ カ ー
連 盟 編 1 前掲書，P．309（2002 ＞．

［13 ］阿 部 潔 ；メ デ ィ ア
・

イベ ン トと して の オ リ ン ピ ッ ク
ー

東京／ ロ

　 サ ン ゼ ル ス ／ ア テ ネの 四 十年，（NHK 放 送 文 化研 究 所 編 ；現 代社

　会 とメ デ ィ ア ・家族 ・世代，新曜 社，P．244）（20D8b），

［14］Philip　Auslander ：Liveness ： Performance 　and 　the　anxiety 　of

　 simulation ，　performance 　and 　cultural 　politics，　ed ．　Diamond ，

　 EHn，　London：Routledge，　pp ．196・213 （1996），

［15］高橋豪仁 ：ス ポ ー
ッ
・

マ ン ガ ／ ア ニ メ の 世 界 （橋本純
一一

編 ；現

　代メ デ ィ ア ス ポ ー
ツ 論 世 界思 想 社，pp．144 −145）（2006）．

［16］1珂部潔 ： ス ポー
ツ の 魅 惑 と メ デ ィ ア の 誘惑一身体 ／ 国家 の カ ル

　チ ュ ラ ル ・ス タ デ ィ
ー

ズ，阯界思 想杜、p．4（2008a ），
［171 阿 部潔 ：前掲書，p．34（2008a ）．

［18］川 田 宏之 ：デ ジ タル サ イネ
ー

ジの 先 達た ち 〔デ ィ ス プ レ イ 編集

　委員 会編 ： 月刊 デ ィ ス プ レ イ、第 15 巻 4 号，通巻 167 号テ ク ノ

　タ イ ム ズ pp ．48．52， （2 09）．

［19］山 本昭夫編 ：サ ッ カ ー競技場 開 発 と 地域 振 興，綜 合 ユ ニ コ ム ，
　 p．171 （1995 ）．

［20｝長 澤信 夫 ；デ ジ タル 世 代 の コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 文化 を展示 する

　 一2002 年サ ッ カ
ー

ワ
ー

ル ドカ ッ プ の パ ブ リ ッ ク ・ビ ュ
ー

イ ン グ

　をめ ぐる 考察 日本編 ：ぐ 街頭 テ レ ビ 〉 が 復 活 した ワ
ー

ル ドカ ッ プ、

　展示学，34，P．82（2002）．
［21］杉 本 厚夫 ： ス ポーッ フ ァ ン の 興 奮 と鎮 静一私設 応 援 団 の 文 化

　装 置 （杉 本厚 夫編 ： ス ポーツ フ ァ ン の 社 会学，世 界思 想社，pp ，

　3・26），p．12 （2001 ＞，

［22］杉 本 r前 掲言、P．13（2001 ）．

［23］長澤信夫 ：前掲 書，p．82〔2002 ）．

［24］原田宗彦 ： ス ポ
ー

ツ フ ァ ン の 消 費行 動
一

人 は なぜ ス ポ
ー

ッ 消費

　に熱 中す る の か （杉本厚 夫編 ： ス ポ
ー

ツ フ ァ ン の 社 会学，世 界思

　想3．十．，　pp ．150 −170），　pp．1540155 〔2001 ＞，
［25］原啓 起 ； フ ル カ ラ ーLED デ ィス プ レ イ の 国内市場動向 （テ ク ノ

　タ イ ム ズ 社 ：大 型 デ ィ ス プ レ イ ＆ デ ジ タ ル サ イ ネージ総覧 2009，

　テ ク ノ タ イム ズ pp ．7・11） （2009），

［26］原啓起 ：前掲書 ，pp．7−11 （20D9 ）．
［27］朝 日新 聞，2  06 年 6 月 13 臼朝刊 ，茨城全県 ，p．31（2  06）．
［28亅朝 日新聞 ，2    6年6 月 20 日朝刊 ，広島 ，p．28（2006 ）．

西 尾祥子 （に しお　 し ょ うこ ）

　名古屋 大学 大学 院 国 際言 語 文 化研究 科 メ デ ィア プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ

　ル コ ース 博
．i／後期課程 1年 に在 籍。メ デ ィ ア

・
イベ ン ト、パ ブ リ ッ

　 ク ・ビ＝L・・一イン グが専門テ
ー

マ 。

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


