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テ レ ビ 暴 力 番 組 の 類 型 化 に 関 す る 研 究

　　　　 一 利 用 と 満 足 研 究 の 応 用 〒 ， ・　 it 、．

　　 　　 　　　 　　 　　 　　 　　　 　　 　 阿 久 津 喜 弘　 国 際 基督教大 学

　　 　　 　　　 　　 　　 　　 　　　 　　 0 佐 々 木輝美　国際基督教大学大学院

　　 　　 　　　 　　 　　 　　 　　　 　　 　 和 田 正 人　 　 国 際 基 督教大学大 学 院

L

　　 　　　 　　 研 究 の 背 景

　過 去 の テ レ ビ 暴力研究を 慨観 す る と、暴力 刺 激 を 一様

に 扱 っ て き た こ と が 、テ レ ビ 暴 力 研 究 に 大 き な 混 乱 を も

た ら す こ と に な っ た こ とが わ か る   そ こ で 、ど の よう

な 暴 力番組 が 、視聴 者 に ど の ような 影響 をラえ る か とい

う 問 題 が 今 日 の テ レ ビ暴 力紐究 に お け る 1 つ の 大 き な テ

ーマ で あ る 。こ の よ う な 暴 力 番 組 類 型 別 の 効 果 を 明 ら か

に す る た め の 第
一

毀 階 と しそ、 暴力番組の 類型化 を 行な

わな け れば な らな い と い う大 きな問題 が あ る 。 1 つ の 暴

力 番 組 の 中 に 様 々 な 種類 の 暴力 が 描写 さ れ る こ と が 考 え

られ るの で 、暴 力そ の も の め類型 を暴力番組類 型 の 基準

と す る こ と に は 無理 が あ る 。 で は く い っ た い何に 暴力番

組 の 類型化 の 基準 を 求 め た ら よ い の で あ ろ う 。

　 マ ス ・コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン の 受容 過程 に 関 する主要な

研究系譜 に 「キ ャ ン ペ ー
ン 効果研究 」 と r利用 と満足研

究 」 （Uses 　and 　 gratifications 　 research ）が あ げ ら れ る。

前 者 は 、視 聴 者 を 、刺 激 に よ っ て そ の 態 度 や 行 動 を 変 化

さ せ ら れ る 客体 と し て 扱 う が 、後 者 は 、視 聴者 を、刺 激

か ら特定 の 意 味 を 引 き出 す主体 と して 扱 っ て い る 。
「利

用 と 満足 研 究 亅 は 、受 け 手 を 論 理 的 出 発 点 と し、受 け 手

が マ ス ・コ ミ ゴ ニ ケ ーシ ョ ン か ら何 を得 、また、マ ス ・

コ ミ ュ ニ ケ r シ ョ ン ttよ っ て 何 を為 し て い るの か と い う

観点か ら、マ ス ・コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン の 機能 に ア ブ ロ ー

チ して い る 。

　利 用 と満足 研究 は 、第 2 次世界 大 戦前後 の 効果研究 に

押 さ れ 、そ の ス タ
ー

トは 遅 か っ た と さ れ て い る。し か し、

後 に こ の 研究 は 注 目 さ れ 、現在 は す で に 第 3 期 に 入 り、

満足研究 の 成 果 を 利用 し taコ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン ・プ ロ セ　　　　 r

ス の 解明 に 研 究 の 中 心 が 置 か れ て い る 。2

　 　　　 　　 　 研 究 の 目 向勺

　 そ こ で 、 暴力番組か ら視聴者が どの ような 満足 （充足）

を 得 て い る か に よ っ て も 暴力番組 を分類 す る こ と は 意義

が あ る と 考 え ら れ る 。

　本 研究 で は 、利用 と満足研究 （特 に 、充足類型）を 応

用 し、個 々 の 暴力番組 が ど の 充 足 を 多 く満 彪 し て い る か

の パ タ ーン に よ っ て 、 番組 の 類 型化 を 試 み る 。

　充 足 の 類型 に つ い て は、特 tt利用 と満足研 究 の 第 2 期

で 多 く行 な わ れ 、様 々 な も の が あ る が 、例 え ば 環 境 監 視、

気 晴 らし．、環境 との 関 わ り （人 間 関 係 な ど ） の 3 類 型 に

大 き く分 け られる
3

。 しか し、番組 の 種類 に よ っ て 、満

た さ れ る 充足 が 異 な る こ と が わ か っ て お り、ま た 日 本 と

い う文 化 も 考 風
1
し、今 回 の 研 究 で は 充 足 の 類 型 を 新 た に

設定 す る こ と か ら始め た 。

　 　　 　　 　　 　　　 言周 査
』
．

1．調 査 対象 ：東 京 都内 に あ る専門 学 校生 、3鱒名

2．調査 時期 ： 1988年 9月

3．調査項 目 ：

　 1）よ く視聴 し て い る 番組 を 3 つ ま で 記述 さ せ る

　 2）記述 し た 番組 そ れ ぞ れ に つ い て 、33の 充足項 目 に 同

　　意 す る か ど う か を 5 ポ イ ン F ・ス ケ ール で teず ね る

　　　　　　 」

匐剤 査 結 果

表 1 よ く視 聴 さ れ て い る 番組 と そ の 度数

m e（911
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抱 き しめ た い （163）

ね る と ん 紅 鯨 団 （13了）

フ ァ ッ シ ョ ン 通信（80）

意 外 と シ ン グ ル ガ ール （75）

ニ ュ
ー

ス ス テ
ー

シ ョ ン （56）

サザ エ さん（28）

CNN　DAYWATCH（27）
オ レ taち ひ ょ う き ん 族 （20）
プ ロ 野球（且6）

夜 の ヒ ッ トス タ ジ オ デ ラ ッ ク ス （15）

11PM （14）

世界不思議発見（13）

武 田 信玄（13）

天才 たけ しの 元気が出 るテ レ ビ（13）
ペ ス トヒ ッ ト USA （13）

映画（11）

世界 ま る ご と HOW　MUCH （11）

あ ぶ な い 刑事（10）
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表 2　33項 目 に つ い て の 因子分析（バ リマックス回転）結果

　　 （固有値 1以上 の 因子 とJl
°−tント・コミュナリティ）

裹 3　上位 18番 紺 の 各因子 の 平均点

因 　子 　番 　号

　 29．テ レ ビ に 出 て い る 人 に 会 い た くな る

　 30．本 当 に そ ん な 人 が い た ら な あ と 思 う

一

11213141516 ［7

表 4　 因 子 の 平 均点 の 特徴 に よ る IB番 組 の 類型

　 　 （下線 は暴力番組）

17．じ一ん と 感動 す る

33．また続 きが見 た くな る

一
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