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　ボ
・．

ドリヤ
ー

ル は 「消 費社会 の 神話 と構造 」 に お い て ，商鹸 （モ ノ 〉は 記号で あ り，人

は そ の イ メ
ージ を消費 して い る に過 ぎな い と主張 した 。仮に ，商品 ｛モ ノ ）その もの よ り．

イ メ
ー

ジが消 費 に関係 して い る とするなら ，商品 イ メ
ー

ジ の 説明に 莫大な時間 と金 を投 じ

て 制作 され る広告 や コ マ
ーシ ャ ル ，すなわ ち ，広 告媒 体が マ

ー
ケ テ ィ ン グ で 果た す役割は

想 像以上 の も の となる は ずで ある 。しか も，情報 化 社会 の 到来 は ，私た ちに次 世代の 広 告

の 可能性や 方向性 を示 す と共に ，新 た な マ
ー一

　＃ テ ィ ン グの 在 り方 を提言 して くれ る に 違 い

ない ．本研究で は ，広告 とマ
ー

ケテ ”f ン グ の 関係 を踏 ま えた上 で ，深層心 理学 的 な見 地か

ら．今や 人の 無意識 を反映 し，自己実現 の 道 具 と も化 して い る商 品 と ，こ れ を捉 進 し，欲

望 の 刺激 を試み 続 け る情報 と して の広告 に つ い て分析を試み た 。

1 ・
は じめ に

　現代社会の 消費者心理 と購買行動の 特徴的傾向 とは何だ ろ うか。市場で は ，商品 （モ ノ ）

の 機能や 性能 と い う物質的価値に差 を見 い だすこ とが難 しくな っ て きて い る e しか も．欲

しい もの が簡単に手 に入 るとい う現状と価値観の 多様化が あい ま っ て ，商品購入は その 人

の ア イデン テ ィ テ ィ に関係 する もの とみ な され て い る 。消 費者 が手 にす る モ ノ は ，そ の 人

の セ ン ス を示 し，知性や パ ．一
ソナ リテ ィ の み な らず ，生 活感 を も表現 す る モ ノな の だ e 消

費老 は ，商品 に モ ノ そ の も の の 価値や機能を求め て い るの では ない 。商品 は 個人の 無意識

の 欲求 を反映 し，そ の 人 の ライ フ ス タイ ル に もとつ い た ある種 の ス ト ー．
リ
ー，果て は ，自

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ロ 　 ）

己実現 に 欠 か せ な い 「小道 具1 と して 理 解 され て い る の で あ る 。

　こ の よ うな消費の 在 り方 を星 野は 「人 間 の 欲望 が物 に託 して レ トリカ ル に表 現 された記
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ｛2 き

号の 体 系 で あ る 」 と評 した 。　 こ の 記 号体系を構成す る消費は ，ua　t（ に は 記 号の 断片で あ

るにす ぎな い 。と こ ろ が ，それ を 1 つ の 文化形態 と して 観察 し，記号体系の 表層か ち深層

に 至 る 面 を分析する と ，こ こ に は 大衆が 無意 識 の う ち に演 じた 意 外な意 味 世界 を垣間 見 る

こ とが で きる と い う．仮 に モ ノ が記 号 と して 消費 され て い るな らば ，記号論 の 常識 か ち見

て ，モ ノ には 「モ ノ 1 そ の もの の 意味 と， 「モ ノ 1 をめ ぐる イ メ
ー一

ジが存在する こ とにな

る ．そ して ，モ ノ が持 つ 2 つ の 側面が消費行動 に影響 を与え る とす るな ら．こ れ ちの 伝達

が 今日の マ
ー

ケ テ ィ ン グ に欠か せな い もの にな るはず だ 。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 ）

　以上 の 理 由か ち，広 告は　消 費者行 動 ，お よび心理 プ ロ セ ス に大 きな 役割 を果 た して い

る と 思 われ る 。広 告は メ デ ィ ア な ど の 媒 体 を通 して ，モ ノ の 持 っ 2 っ の 意 味 を掲 げ ，消 費

者 の 欲 求を刺 激 し，そ の モ ノ を手に した人に 始ま る い くつ か の ス トー一
リ
ーを提示 する こ と

を可能 と した ．つ ま り，広 告は モ ノ の 有 用性 とイ メ
ージ を表 現す る 2 重 の 意 味的 な構造 を
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持 つ もの で ．一
方で は 商品 の 有用 性 を訴 え，も う

一一
方で は 有用性 とは い えな い 商品 の イ メ

ー
ジを送るこ とで消費者の 関心 ，欲求に訴 え る と い う役割 を果た して い るの である。とす

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ［3　l
るな ら，2 重 の 意味構造 とは具体 的に どの よ うな もの を指すの だろ うか ．バ ル トは ，　 広

告 を伝達するイ メ ージ を コ ピ
ー

（言葉 ）が発す る言語 的 メ ッ セ
ー．一

ジ ，コ ピ ーと ビ ジ ュ ア ル

（映像 ｝が連動 して意味 作用 をする外示的イ メ ージ，これ らの 記号体 系を媒体と して 誘発

され る隠 され た意味 で ある共示 イ メ
ージ に 分類 した 。こ こ では ，広告 上 で 商品 そ の もの が

藷葉 と映慓 で 説明 され ．商品 の 隠 された 意昧や イ メ
ー

ジが共示イ メ ージによ っ て伝達 され

る こ とが明確に 示 されて い る。つ ま り．イ メ
ー

ジが付加 され る とい うよ り，記号 そ の もの
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 ｝

に 共示 と外示 が同時に 存 在す る の だ と理 解で きる 。しか し，象徴的な もの は隠 されて い る

可能性 があるため ，それ を解釈する方法 と して 記号論 ，心理 学 を用 い て の 分析を検討すべ

きだ ろ う。

　広告 とは ，消費 老に 向け て ．モ ノ そ の もの とモ ノ の イ メ ーtジ が 提示 され る場な の で ある 。
しか も，モ ノ の もつ 裏 の 意味．深層的な意昧をど の よ うに広告 に 提示す るか に よっ て ，消

費者が モ ノ に 対 して 抱くイ メ
ージ ，購買欲 求 の 刺 激を操作する こ とさえ可能にす る 。そし

て 揚げ られ た 広皆 は ，じわ じわ と消費者行動に 影響を及 ぽ して ゆ く、こ の よ うな状況 にお

い て ，私た ちは メ デ ィ ア を通 して 行われ る 広 告 ，すなわ ち 情報 と モ ノ の 関係 ， 消費者 と情

報文 化 の 在 り方
’
に 目を向けざる えない 。本稿 で は ，モ ノ は記号で あ り．記 号 には記号その

もの の 意味だ け で な く深 層 的な意 味が あ る と い うこ と ， 深層的な意味を情報文 化 の 1 つ で

ある広告に ど う反 映させ るか によ っ て 消費者行動に 影響 を与 え うる とする 仮説か ら ，情報

文化 と消費者の 関係に つ い て記号論．心 理学の 手法を用 い て分 析を試み る 。

2 一
モ ノは記号で ある ｛記号論的アア ロ

ー
チ ｝

　消費は ，経済学 的 には物 質的欲求の 充足や効用の獲 得 である と定義 され て きた が ，社 会

学的に は ，社会関係 や コ ミュ ニ ケ
ー

シ ョ ン の 手段 と して と らえ られ て きた 。ボ
ー

ドリヤ
ー一

ル は ．人は記号を消費 して い ると主張 し，差異表示記 号 で ある 消費と は ，1）モ ノ の 機 能的

な使用や 所有で は なく，2｝個 人や集団の 権威づ け の 機能で もな く，3）コ ミ ュ ニ ケ
ーシ ョ ン

と交換 の シ ス テ ム と して ，絶 えず発 せ られ受 け取 られ再生 され る記 号 の コ
ー

ド で あ る と定
　 　 　 　 　 （4 ）

義 して い る 。　 つ ま り，消費の 対象 とな る の は差異 を提示 する記号な の で ある 。した が っ

て ，消費 とは モ ノそ の もの の 持 つ 有用性を越 えた記 号 と して の 意味 を消 費す る こ とで あ り，
記 号表現 と して の コ ミ ュ ニ ケ

ー
シ ョ ン 的言語活動 であ る と説明で きる。

　記号は 「聽覚映像 」 と して の 形態 シ ニ フ ィ ア ン と， 「概念 」 シ ニ フ ィ エ か ら成 り立 つ と
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 ）

説明 した の が言語学者 ソ シ ュ
ー

ル で ある 。後に バ ル トは ソシ ュ
ー

ル の 定義を受 けて ，シ ニ

フ ィ エ が さ らに 2 つ の 意味 ，第 1 の 体系 ・デ ノ テ
…

シ ョ ン と ，第 2 の 体系 ・コ ノ テ
ーシ ョ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 し5 ）

ン か ら成 立す る と した 。　 こ の 構造 を ，よ く例 と して 用 い られ る 「薔薇 」 と い う謡で 説明

する と 「バ ラ 」 は ，純 枠に 纏物と して の 赤や黄色 の 薔薇 を示 す も の で あ るが （デ ノ テ
ー一

シ

ョ ン 〉， 「薔薇 」 イ コ
ー

ル 植物と い う物質的な意味 を越 え，小説や 芸術など の 文化的場 面

で ，あ る種 の 象微的意味 をもっ 記 号と して 用 い ら れ る こ とが あ る （コ ノ テ
ー

シ ョ ン ）。聖

母 マ リア を象徴する花 「薔薇 」 と して ，愛 を表 現す る象徴的な意 味 を持 つ 記 号と して 「薔
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薇 」 が用 い られる の がそ の 例 で あ る。よ うす る に ，記 号と して の 「薔 薇 」 は ，植 物 の
一

種

と してデ ノ テ
ー一シ ョ ン 的な 意味 と して 使用 され る と同時 に ，シ ン ボ リ ッ クな意 味を もつ コ

ノ テ
ー
シ ョ ン 的意味と して も使用 され て い る の で あ る ．つ ま り， 「記号を消 費す る 」 とは ，

商品 として の 記 号を消費 して い る我 々 が記 号 をデ ノテ
ー

シ ョ ン 的な意味だけで なく，コ ノ

テ
ー一

シ ョ ン 的 な意味 に お い て も 消 費 し て い る こ とを指 摘する も の なの で ある 。

　また ，ボ
ー

ドリ ア
．一．

ル は ，記号の コ ミ x ニ ケ
…シ ョ ン 的 言語 活動 と い う点 に つ い て ，冷

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 c6 エ

た い 人間関係 を暖か い 疑似 的 な人間 関係 に 置 き換 え る た め に 広 告が機 能 して い る　　と し，

広告が ，モ ノすなわち商品 を媒 体 と して 成 り立 つ 生産 者と消費者の コ ミュ ニ ケ
ー

シ ョ ン ，

さ らに ，モ ノ を所有す る 人 と人 を結 ぷ 消費者同士 の 円滑な コ ミ ュ ニ ケ
ーシ ョ ン の ため の 機

能 を果た して い る点に 注 目 した 。た とえば ，移動 の 手 段 とい う車の 有用性に つ い て の 話題

は コ ミュ ニ ケ
ー

シ ョ ン の 対象に な りに くい が ，広告の 伝える ス テ レ オ タイプ 的な車の イ メ

ー
ジは ，説明 不要の共通 の 話題 と して コ ミ ュ ニ ケ

ーシ ョ ン の 対象にな りや す い 。コ ミ ュ ニ

ケ
ー

シ ョ ン に役立 っ て い る の は ，モ ノ そ の もの よ りも，モ ノ の イ メ
ー

ジなの である ．とす

る と，人 間関 係に お い て も，商品の 有用性よりも商品 の イ メ
ー

ジが重 視 され る と い う傾 向

が生 じるはず で ある。

　以上の見解 をま とめ る と次の よ うになるだろ う。車 ・シ ニ フ ィ ア ン は 移動の た め の 手段

・
デ ノテ

ー一
シ ョ ン で もあるが ，所有者の ス テ イ タス を示す もの で あ り．女性を誘 うた め の

小道具と して ．また 、そ の 人 の パ
ー

ソ ナ リテ ィ を も示す （所有 して い る車の 機能や 趣味は ，

そ の 人の 知性 やセ ン ス の 良 さを暗に示す もの で ある ）とい う隠 され た意味 ・コ ノ テ
ー

シ ョ

　 　 　 　 　 　 　 4 ｝

ン を持 っ て い る。とするな らば ，消費者 に モ ノ を買わ せようとす る側 も．広告メ デ ィ ア に

お い て 商品 そ の もの を提示 す るだけで な く ，隠 された意味，す なわち コ ノテ
ー

シ ョ ン を意

識 した 広告作成が 求め られ る こ とにな る。こ れは 移動の 手段 と い う物 質的 な意味 しか持た

ない車 1 つ を取 り上げて もわか る よ うに ，数 々 の メ
ー

カ
ー
が 様 々 な形で 宣伝活動 を行 っ て

い る こ とに も明 らか で ある 。しか も，現 代 の 市場で は ，車の 機能や性能 と い う物質的な価

値 に差 が見 ちれな くな っ て い る v こ の 時，欠 かせ な い の が他社の 商品 とは異 なる デザイ ン ，

色 ．オ プ シ ョ ン機能など の 記 号的価値の 差異 化で あ り，特定の 商品 を手 に した時 に初め て

得 られ る商品 と自分との ス トー
リ
ー，イメ ージ な の で ある 。そ して ，当然な が ち コ ノ テ

ー

シ ョ ン を意 識 し．ある種 の ス ト
ー

リ
ー性 を託 した広 告は メテ ィ ア を通 して 消費者に 伝 え ら

れ て ゆ くこ とにな る 。また ，コ ミ ュ ニ ケ
ー一

シ ョ ン と い う点か ら見 て ，広告は 個人の 欲求の

み ならず ，人間関 係に も影響 を与え て い る。広告には，ある商品 に つ い て ス テ レ オタイ ア

的 なイ メ
ー

ジを提供する と い う要 素が含 まれ て い る た め ，説明 不要 の 消 費者 共有の 話題 と

して コ ミ ュ ニ ケ
ーシ ョ ン の 対象 とな りや す い

． こ の 時，円滑な コ ミュ ニ ケ
ー

シ ョ ン に必 要

な の は 、車の 有用性 ・デノ テ
ー

シ ョ ン で はな く，隠 され た 意味 ・コ ノ テ
ーシ ョ ン で ある と

い う こ とにな る よ うで ある 。

3 ． 1 ．　 モ ノ は 欲
．
求 の 象徴で ある （深層心 理学 的 ア ア ロ

ー
チ ｝

　以 上 の 見解 か ら．隠され た 意味 の 重要性が 明 ら か に な っ た と 思 h れ るが ，次 に コ ノ テ
ー

シ y ン に つ い て 深 層心 理学 的に ア プ ロ
ー

チ して ゆ くこ とと しよ う． 「なぜ こ の 車を買 っ た
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の か J と聞 かれ て ，十分に答 え られ る人 が どれ ほ ど い るだ ろ うか 。消 費者 は常に合 理的 ．

現実的に 商品 を選ん で い るわ け で は な い e 彼ら自身 もが自覚 して い な い 無意 識の 動機を満

足させるため に商品を購人 し，使用 して い るとも推測で きる 。心堙 学では認知心理 学，学

習理 論，動機づ け な ど 様 セ な立 場 の 研 究者た ちが広 告へ の ア 7
°
El一チ を行 っ て きた が ，こ

れ ま で 広 告と無意識 の 欲求 の 関 係に つ い て論 じられ た もの は ほん の わずかで あ っ た 。 と い

うの も無意識は本 来 ，意識 で きな い 領域で あ り，マ ーケ テ ィ ン グ リ サ ーチ も困難で ある と

言 われて きたため で あ る。つ ま り，こ の ことは パ ー
ソナ リテ ィ や 無意 識 を考 慮 した マ

…
ケ

テ ィ ン グ戦略 の 難 しさ を明 らか に して い る。
　 　 　 　 　 （ア ）

　ル ー一ス ら　　は ，男女の 大学生 14種類の ラ ム ，ウ ィ ス ee・一など酒 の 雑誌カ ラ
・．一

広 告を提

示 し，各商品 の 購買意思 を尋ね る と い う実験を行 っ た ．14種類の うち半数の 広告 に は ，フ

ロ イ ト理 論 に もとずく性 的 シ ン ポル が含 まれ て い る。分析の た め の 事 前テ ス トか ら，広告

提示 され て い る 14種頬 の 商品は ．広 告 表示な しの 場 合 ，商品購人意向率に 差が見 られ な い

2種類 ず つ が ペ アに され た 。実験 の 広告提示 時固は IJt秒で あ る 。こ の 結果 ，性的 シ ン ポ ル

が含 まれ て い る広 告 の 商品は 含 ま れ て い な い 広告 の 商 品よ りも 有意 に 高 い 購 買意 欲 が 見 ら

れ ．彼 らは こ の 結果を性的シ ン ポ ル が性的喚起を経由 して ．無 意識に 購買行動を引き出す

もの で あ る と結論づ けた e 性的シ ン ポ ル の 含まれ た 商品 を購入 する こ と は 隠 され た 性的な

願望 をある モ ノ ．こ こ で は酒に 「置 き換 え 」 て 充足 させ て い る の だ と解釈 で きる 。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 cs ）

　 フ ロ イ トの 精 神分析 　　の 主要 概念 と して ．性的欲 望は 思春期 にな っ て 初め て 起 こ る の

では なく ，誕生 し・た時か ら備わ っ て い る とする リビ ド
ー
理 論がある。幼児の 場 合 ，性愛 以

外の機能に依存 して い るた め ，こ れこ そ性欲 だとは明確 にわか らな い e こ の 性欲 こ そ人を

も動か す心 的エ ネ ル ギ
ー．リビ ド

ー
で ある 。こ の リビ ド

ー
が マ

ー一
ケテ ィ ン グ ．広告場面 ，

特に 購入 の 背後に ある無慧識の 動磯に関係 し，商品の 性 的要因の 部分に 応用 され て い る こ

とは広 く知 ちれ て い る。イ ド，超 自我 ，自我 か らな る心 的構 造 にお い て ，イ ドは 人 の 本 能

的 エ ネル ギ
ー

の 源 と して ，道徳 や社 会規範 を犯 して も欲望 を講足 させ よ うとす る。超 自我

は幼児期 の 両 親の 教育下 で内面 化された道徳的規範や良心な どを指 し、自我は満足を求め

るイ ドと超自我の 良心 を媒介し，現実原則に従 っ て両 者の バ ラ ン ス を取る よう努め て い る。

時と して 自我は ，イ ドと超自我の 仲介役 と して 自我を保護 しよ うと防衛機構と い う手段を

取る場合があ る、自我が社会から受け入れ られない リビ ドー的 （性的 ｝欲求を，記号 とな

る商品 に 「置き換え （防懣機構 ）」 受け入れ られ る形 に変 え る の で ある 。つ ま り．商晶 は

消費者の 真の 欲求を表 して お り （コ ノ テ
ー

シ ョ ン的に ），人は それ を代理品と して手 に入

れ る こ とで 欲求 を充足 させ て い るの だ と説 明 で きる。さ らに最近 で は ，多 く の 広 告に受 け

手に気付かれ な い よ う SEXとい う文 字 を書 き込 むな ど して ．人 の 潜 在意 識に作用 させ 購 買
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 こ9 ）

意欲 を刺激す る と い う サ ブ リ ミ ナ ル 広告 の 効果 が 問題 と さ れ て い る が 　　こ こ で は ，常に

懦的な言葉が使胴 され て い る点に着 目すべ き で あろ う．
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （1e ひ

　 ま た ，デ ィ ヒ タ
ー

は ，　 物 に は 「こ こ ろ 」 が 矗） り，消 費者 は そ れ ぞれ の 商 品 に 自分 を投

影 して い る と し，商品 が隠 され た 欲望 の 代理 で ある こ と 示 唆 した 。確か に s 車の 購入 は 自

分 自 身 の パ
ー

ソ ナ リ テ ィ の 延長 で あ る と も考 えられ る が ，こ れ も防距機 構の 働き の 1 つ

「同
一

視 」 を示す もの で ，消費者に と っ て 車が 自分を示す もの で あ る と 理 解 され て い る こ

とがわかる 。こ の 見地か ら広告に つ い て 考える と，コ マ
・

シ ャ ル フ ィ ル ム や雑講の 広 告で ，

誰が そ の 車を運転 して い る の か ，どの よ うな目的 で 車は 使われ て い る の か ，そ の 人 の 年聲
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は ど の く ら い で ．どの よ うな職業 を持 っ て い る人の よ うに み えるの かとい 一
） た 微綱な コ ン

セ プ トの 重要性が明 らか に な っ て くる 。そ の 車に乗る人は どん な人であ るべ きな の か と い

うこ とが ス ト
ー

リ
ー

と して 広告に提示 されて い るか らだ。消費者は車を運転して い る タ レ

ン トと自分 を同一視するか もしれな い し，そ こに示 され て い る ス テ イ タス と自分を同
一

視

し，車 の 購入 を決 定す る か も知 れ な い 。さ らに ，自分 に自信の な い 者が ス テ レ オ タ イ プ 的

に評価され て い る車種 を持 つ こ とで ，そ の劣等感 を 「補償 」 しよ うと購入 に至 る の か も知

れない ． （劣 等感 の 補償 の た め に ，ス テ イ タス の た め に車 を購入 した と公言で き る人が ど

れ ほ ど い るだろ うか 。こ れ らの 欲望は隠 され て い る ，そ して意 識 され な い も の なの で ある ）

とす ると ，広告は メ デ ィ ア を通 じて ，生産者によ っ て適 切であ ると判断 され た記号 の 持つ

コ ノ テ
ー

シ ョ ン の
一

部を具体的に提示する こ と で ，商品 が隠された 願望 を象 徴して い る と

い う心理学 的 な見地に もとつ い た ある種の 情報を伝達 して い る と も考え られ る。そ して ，

ル
ー

ス らの 実験の よ うに ，広告に性的 シ ン ボ ル が含 まれ て い ると い う単 範な もの もあれ ば ．

商品 をめ ぐる周囲 の 設 定や ，コ マ
ーシ ャ ル フ ィ ル ム に 見 られ るよ うに ，商品 を中心 と した

ス ト
ー

リ
ー

の 中に 巧 み に 消費者 の 無意識の 欲求を刺激 す るよ うな もの を含 ませ て い る 場 合

もある 。しか し，先に 述ぺ た よ うに隠 された 意味 ，すなh ち コ ノ テ
ーシ ョ ン は無 限 で あ る

ため ，そ の どの 部分を意識 して 広告作成に用 い る か とい うこ とが問題に な るで あ ろ う。こ

れ ら の よ うに ，商品が消費者の 性的な欲望 の 置 き換え とな っ て い る もの や ，ある も の にな

りた い ．こ う見 られ た い な ど と い う無意識 の 欲求を剰激す る よ うなメ ッ セ ージ を広告に挿

入す る こ とで ，購 買意欲 の 刺激が可能で ある よ うに思われ る。しか しなが ら，さ らな る可

能性 を求め て 深 層心 理学 の
一

派 で ある ユ ン グ心 理 学に つ い て 言及 した い 。

3 ．2 ．　 普遍的無耄識 と鴇語

　人間の 無意識は個人的無意識 と普遍的無意識に 分類で き ．個入 的 無意識 の 領 域 は 個 入 の

生 育史上の 抑圧 された 願望や忘却され た経験の 宝庫 であ る 。しか し．一
方 の 普遍 的無意 識

に は文化を超越 して見 られ る人類共通 の 生得的 な もの が存在する 。こ の 領域には元型 と い

うある種 の パ タ
ー

ン が存在 し，こ の 元 型 の 創 造 した イ メ
ージ が 万人 の 内的経験に普遍的な

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （11 ヒ

意味を 与 え る と す る の が ユ ン グ 心 理学 　　の 考 え方 で あ る 。た とえば ，世 界各地の 神話や

民譜の 内容に 類似する 概念が 認め られ る の も普遍的無意識 との 関係 が深 い た め で ある ．つ

ま り，神話の 民 話 も物語化 した 人の 普遍的無意識か ら湧 き ヒが っ て きた イ メ ージ か ら創 作

され るため ，万 人の 普遍 的無 意識 を刺 激 し，それ らの 作 品 が好 まれ ，語 り継 がれ て い くの

だ と考える 。こ の ため ユ ン グ派では ，こ の 仮説 と して の 元型 を罵 い た物語分析が盛 ん に 行

われ ，分析され た もの が元型 ，普遍的無意識の 存在を示す もの で ある と逆 説的 に説明 す る

研究がな され て きた 。とすれば ，さまざ まなイ メ ージ を駆使 し．普遍 的 無意 識 の 領域 に存

在 す る元型 を刺激す る こ と で 無数の 消費者の 無意識に 働きか け る こ とがで きる と い う可能

性に っ い て も
一

考すべ き価値があろ う。

　 元型 の 1 つ ，ペ ル ソナ を例 に上げ て み る。ペ ル ソ ナ の 語源は ギ リ シ ャ
・

ロ
ー

マ 時代に役

者 が つ けた と い う仮面 ，ペ ル ソ ナに 見出だせ る 。つ ま りペ ル ソ ナ とは外向け の 顔であ り，

社会的な 仮面 な の で あ る。職場 で は 警宮 で も ，家庭 に戻れ ば父 親 で あ り夫 で あ る と い うよ
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うに ，外界 の 変 化に伴 い 人 の 役割 と態 度には変 化が 見 ちれ るも の で あ る 。こ れは 入 が状況

に応 じて ペ ル ソナを着 けて い るた め だ g そ して 」ペ ル ソナ とは 自分 が他入 か ら評 価され る

か と い う期待を込め た見せか け の 自分なの で ある 。ペ ル ソ ナ をつ けずに本 当の 自分を さら

して しま うと他人 との 距離が曖昧に な り，人間関係の 不都合が 生 じた り T 社会的役割に お

ける自分の位置の 認識が困難になる 。その反面 ，
ペ ル ソナ を重視し．これ に振 り回され る

と本来の 自分 を見失 う危険な状態に 陥る こ とがある ．こ の 概念は人が常 に他者か ち ど う見

られ るか意 識 し．社会 的な 役割 を演 じて い るこ とを示 す もの であ るが ．い わゆ る 自己演 出

に は ．そ の 人の 社会的地位や役割を示 すモ ノ が欠かせ ない はずで ある。

　 た とえば，化粧の 広告は状況 に 応 じた化粧の テ ク ニ ッ クを提言 して くれ る 。畷場では 好

感度の 高い もの ，パ
ー

テ ィ で は セ ク シ
ー

に ，プ ラ イベ
ー

ト で は 素顔 に近 い ス キ ン ケ ア な ど

と い うコ ン セ プ トが具体的に 広告に 示 され る 。セ ク シ
ー
なメ イク で 決め た パ ー

テ ィ で ．素

敵な男性 と恋 に 落ち る と い うよ うなス トー一・リ ーが コ マ
ーシ ャ ル フ ィ ル ム で 流され る 、エ グ

ゼ クテ ィ ブは 社会的地位を端的に 表す車 を選択すべ きだ と，暗に 広告が 主張す る。ある車

を持つ 人が車の 選択に つ い て絶賛され た り，公に エ グゼ クテ ィ ブ の 乗る車は こ れ です と い

う場合 さえある。特に ，銘柄の 強調が必 要 とされ るタバ コ の コ マ
ー

シ ャ ル フ ィ ル ム は ．タ

バ コ を持つ こ とで 男らしさに 磨きが か か るとか 、仕事の で きる男性の 吸 うタ バ コ は こ れ で

すと い っ た よ うな もの が 多 い 。つ ま り，ペ ル ソ ナ を意識 した広 告で は ，あ る モ ノを持 っ て

い る こ とで ，どの よ うに他者 に見 られ るか ， 判断 され るか と い うこ とが具体 的 に示 される

の で あ る ．広 告 に よる こ の 表示が購買決定 の 重要 因になる こ とは 閭違 い な い 。そ して ，先

の ポ
ー

ドリヤ
ー
ル の 指 摘 の よ うに ，商品 が社会 関係 と コ ミ 」 ニ ケ

ーシ ョ ン を円 滑にす る媒

体で あるな ら，商 品 と自分 と他者の 関係が大切な もの となるは ずな の で ある。

　 しか しなが ら．ユ ン グの 普遍的無意識，冗 型の 理論は ，神話や童話な どの ス ト
ー

リ
ー

を

分析 し，そ こ に ユ ン グ の 主張 した も の が存在する こ と を明ら か に し よ う とす る考え か ら行

われて きた もの で あ っ て ．果た して ，こ の 理 論を上台に 効果的な広告が作れ るか と い う点

に つ い ては疑 問が 残 され る 。だが ，普遍的無意識に は 文 化を超越 し て 見られ る 人類共通 の

生得 的な も の があ り．元 型の 創造 した イ メ
ー

ジが 万人の 内的経駛に 普適的な意味を与 え る

とする考 え方は ，今後の 広告制作の 参考 とな りえ るも の で あるだ ろ う。

4　無童識 一記号 ・
マ

ー
ケテ ィ ン グ ｛お わ りに ）

　広皆は ．人の 無意識の 欲求 を刺 激 し，さらに置 き換 え ．同
一

視 ，補 償 とい っ た 自a 防衛

磯制の メ カ ニ ズ ム に も関係 して い る。また ，広告 は モ ノ を持っ こ と が ，他者に ど う見 られ

るか ，判断 され るかを具体 的 に示 して くれる もの であ り、コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン に も深い 関

係 を持 っ もの で ある と い うこ とは明白で あろ う．

　現代の 消費文化では ，商品の 有用性よ りもイ メ
ー

ジが購入決定因 とな っ て い る 。商品 の

機 能 ，性能の 差がなくな り，商贔自身 の 価値よ り商品 に 付 随す る イ メ ・一一ジ や ブ ラ ン ドが 蘿

視され る 。さ らに ，そ の 商 昴 を手 に した こ と で 始ま る ス ト
ー

リ
ー

，た と えば ．そ の 商晶 を

持つ こ とが ある種の ラ イ フ ス タイル を示すと され た り，セ ン ス が 良 い ，見栄えが 良 い ，イ

ン テ リ ア に 合 っ て い る ，金 持ちに見 られ る と い うこ と の 方が大 きな 意味 を持 っ て い る の で
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ある ．そ して ，商品の 持 つ （広告などで作 り上げ ちれ た場合 もあるが ）イ メ
ー

ジや ブラ ン

ドは ．そ の 人の 入柄，個性 を も表現 する と考えられ て い る 。そ の 詰果 ， 消費者 の 主 観 や 価

値観 ， 果ては 無意 識の 欲求さえ も紛れ込み ，自分の こ だわ りの ため にあえて 全く人気の な

い 商品を買 う人や 、皆 の 持つ モ ノ が欲 しい と い う同調的な人 ，さ らには 自分の 妊み よりも

人か らど う見 られ るか と い うこ とを商晶 の 選択基準 とす る人 さえあ らわ れて く る 。そ して ，

商品 を選択 す る際 に手掛か りとなる の が ，イ メ
ー

ジが具体的 に提示 されて い る広告で ある

と い うこ とになる．

　一
般 に ，広 告は 媒体 を通 じて消費者に届け られ る もの だ が ，情報化社会 の 到来は ．送 り

手 ，受 け手 の 双 方に新た な可能性を提示 して い る よ うに思 b れ る の であ る 。こ れ ま で の 消

費者は 、送 り手 か ち
一

方 的 に流 され る広告に イメ ージ を膨 らませ ，商品に 対する価値判断

を して きた 。と こ ろが商 品 の 広 告，宣伝に 加え ．ニ ュ
ー

メ デ ィ ア な ど を活用 した 多面的な

情報 ネッ トワ ー
クの 発達に よ っ て ，商晶の 良い 悪 い など付加的な情報が 第三 者 の 手 を経 由

す るな ど して次 第 に加味 されてゆ くと い う事態が発生する 。ま さ に 情報の 洪水で ある。無

数 の コ ノ テ
ーシ ョ ン は 多角的に 消費者の 無意識 を刺激するだ ろ う。こ の とき ，消 費者 に的

確 な判断 がで き る の だろ うか 。購買決定に は意識だけで な く無意識の 力も関係 して い るか

らで ある 。また ，膨大な情報は ，逆に 消費者闘の コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン を難 しく させ る可 能
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （12 ）

性 もある 。ポー
ドリヤ

ール が 「メ デ ィ アは私た ちに 現実世界 を指示 しない 」　 と指摘する

よ うに，メ デ ィ ア を通 して われ われが 知る現実世界の で きご と は ，もは や で きご と それ 自

体 ，現実世界 そ の もの で な く，映像化 され ，メ デ ィ ア 化され ．記号化され た現実 なの で あ
　 tl3 き

る．　 つ ま り消費者は メ デ ィ ア に 提示 され た イ メ
ー

ジ を現実と み なし，記号と現実を混同

して 生活 して い る の だ ．メ デ ィ ア は人 がイ メ
ー

ジ の 中を生 きる こ とを可能 と しなが ら ．人

が真の 現実を生 き る こ とに困難を与 え て きた 。メ デ ィ ア は ，こ れ か ち も商品の イ メ
ー

ジ部

分の 助長 に力 を貸 し続 けてゆ くこ とだ ろ う。そ して ，ます ます ，商品 の 有用 性 は置 き去 り

にされ ，イ メ
ージ の 部 分だ けが暴走 してゆ くはず であ る。

　 そ の 一方で ，情報化社会におけるフ ァ ク シ ミリ，パ ソ コ ン通信 ．テ レ マ
ー

ケテ ィ ン グな

ど情報回 路の 発達は ，商品 を媒体 と した生産者と消費者の コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン ，消費 者 同

士 の コ ミ ュ ニ ケ
ーシ ョ ン をよ り活発 なもの にするはずである。情報回線 は ，消費者の 好き

嫌い ，良い 悪 い ，自分に合 う，合わない とい う意識上の問題を送 り手 へ 向け逆伝達す るこ

とを可能 と した。こ の 消費者の 嗜好，求め て い る もの をキ ャ ッ チ で きる生産者だけが ，商

品に新たな意味や価値を加 える こ とがで きるよ うにな り，激化す る マ
ー

ケテ ィ ン グの 勝利

者 となる可能性 が生まれ て くる e 情 報化社会の 到来 は ，生産 者側 が伝 達す る商 品の イ メ
ー

ジだけを消費するので はな く，消費者測が新たに商品 に意味づ け し，意 味を創造する と い

う点に お い て 相互 マ
ー

ケテ ィ ン グ時代誕生の 契機 ともな りえる環 境 を提 供 して い る とも考

え られ るだろ う。

　 本稿は ，記号論 p 心 理学 と い う手法を用 い て ，商品 （モ ノ ｝の 在 り方 と，それ を促 し．

人 の 欲望 の 刺激 を試 み る情 報文 化 と して の 広告 に つ い て 分折を試み た ．情報化社会の 到来

が ．消 費者 に 新たな購 買へ の 意 思 を与 えた （与 え るであろ う ）こ とが明か にな っ た と思わ

れる。今 回は ，あ くまで理 論に止ま っ たが ，今後は フ ィ
ー

ル ドで の 調査 等 も検討 し，広 告

をめ ぐる問題 に っ い て さ らなる 研究 を進め て ゆ きた い 。
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一
　注 　

一

1）今井賢 「カ ル チ ャ ウ エ ア 」 情 報文化学会誌 1 号　1994 今井は 文中で情 報文化の 分類 ，

位置付け を試み ，情報文化を コ ン ピ ュ
ー

タ文化 と情報 ・文化に 2 分 した。情報 ・文化の 申

には情報に文化的価僵を付加す る もの が 関係す ると して い るが ，広告は こ の 範疇に含 まれ

る も の で ある と思 われ る 。

2）丸山圭 三郎 「言葉 ・狂気 一エ ロ ス 」 講談社現代新書　 1990　ple2　 「言語 」 と い うも

の と 「言葉 」 と い うもの があるの で は な く て ，言 葉 とは その 表層意識に お い て 物象 化され

た姿 と T 深 層意識にお い て 流動す る姿 をと もに有 して い ると考 える 。また ，私た ちは広告

に お い て 共示 的な もの が 隠さ れ て い る と考 え るが ，バ ル トは 隠され て い るとは考えず ，む

しろ商品 を裏打ちさせ る意味を持 つ とと らえて い る。バ ル ト，R． 「記号 学 の 冒険 亅 花輪訳

み すず書房 　1988p73 −T7

3）記号論 の 概念 に つ い ては ，丸 山圭 三郎 「 ソ シ ュ
ー

ル の 思想 」 岩波書店　 1981を参照

4） バ ル ト，R． 「零度 の エ ク リチ ュ
ー

ル 」 渡辺 ・村沢訳　み すず書房　19Tl モ ノ （商晶 〉

には そ の 用途か らはみ 出す ある意味が常に存在 し，モ ノ は実際 に何か の 役に立 ちなが ら情

報を伝達す る役割 を果た して い る、
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