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Abstract. In出ispaper we examine the data from researches conducted in Japan for the purpose 
of analyzing the relationship between the meanings of the Intemet and people's attitudes towards 
出c汀societyor cu1ture. Through our analysis， we found由atJapanese people still live in Seken as 
traditional and indigenous aspect of Japanese culture and society. Our results a1so suggest由民

Seken determines people' s perception of the meanings and evaluations of the Intemet as well as 
people's attitudes towards political situations and ∞mmunity life. 

1. Introduction 

What 1 wan to do in出ispaper Is to examine the relationships between the meanings of the Intemet in Japan 

and Japanese peoplピsattitudes towards their society or cultureラ mainlyfocusing on Sekenぉ thetraditional 

and indigenous features of Japanese culture and society. What is Seken ? And why is the analysis of the 
relationships between the meanings of the Intemet and Seken important? In order to answer these 

problemsヲ 1have to explain the academic background that lies behind my interests in “the third way" as the 
way to search for the importa.nt and at the same time half forgotten meanings in our daily life. 

My main fields of study are media studies and social psychology including the study on the Infonnation 

Society. What 1 have tried to do in my fields of study since 1 entered Post graduate course of Tokyo 

University is to find or rediscover some aspects or spheres of meanings that 1 often refer to during my 

lectures as “the third area of meanings". This meansラ accordingto my own view， that there are vacant訂 eas

of meanings in our every day life and the fields of study in Japan and perhaps in other countries in certain 

respects. To put this in another way， our world of life or eve.n our minds are divided into two splits; one is 
the sphere where people believe that the meaning of our world or the truth of our existence is mainly 

determined by scienceラtechnologysupported by science or the intellectラperhapsmore correctlyラms仕umental

intellect or narrowly interpreted reason. And another sphere or訂 eais the place where mere isolated 
subjective minds exist or everything is regarded as a sheer interpretation or something訂以tr訂ilyinterpreted. 

This second sphere is the place where Postmodemism or misunderstood Postmodernism plays a crucial role. 

1 suppose that considerable percentage of people cannot find the place for themselves in this divided 

S1知ationbecause important meanings like mutual relationshipsヲ thedetermination of mindsラ desiresラ hopesラ

common sensesラ oreven pitiesヲ sharedimagination seem to be generally neglected in both of these divided 

spheres of meanings. 

At least in J apanラthissituation of division of our world of meanings appears to cause serous problems in 
various respects of our daily life. For exampleヲ thephenome.non of pre¥叫e.nceof the Information studies 

.narrowly interpreted by the so-called techno determinism in Japan is clearly due to the belief in the one 

worId mainly depending upon the power of mere reason， insむumentalintellectラ ornatural science， or 
technology. And to make matters worse， this techno detem1inism is ve巧1 often accompanied by another 

imported thought or model for “improvement" of our societyラ i.e.principle of competition supported by 

orientation to free market or neo classical school of economics. (Takenakaヲ thepresent minister for finance 
in Japa.n seems to be a11 adhere.nt of the neo classical school of economics.) In a way， the introduction of the 
techno detenni.nistic Information studies accompanied by principle of competition or neo classical school of 
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economics into Japan was unavoidable. Japan has experienced the crash of the so-called bubble economy 
(overheated stock and estate markets) at the beginning of 1990ヲs.Since thatぅ Japaneseeconomy and also the 

society have been torhlred by a slump that we had never experienced during the several decades after the 

World War Two. Some people including politiciansフschol剖'sand economists could not resIst believing in the 

miracle power of the techno detenninistic infonnatIon studies accompanied by principle of competition or 

neo classical school of economicsフ becausethese are interpreted as the true reason of the prospe口tyofthe 

United States in economical condition in the 1990s that are often called "the era of new economy". But 

generally speaking， the introduction of imported thoughts or models appe訂 sto bring about the serious 

problems in many ways in Japan. Take for instance， the disappearance of motivation of job or solidarity in 

place of job. 
A己cordingto a news report， the motivations of job and the loyalty to the company of Japanese workers 

are出e'Vvorst among the major countries. One of the most important aims of life for Japaneseラ as1 explain 

later， is the good human relationship with familyラ friendsand colleagues of the same place of work as well ぉ

the purity of minds. But as the result of the imported principle of cornpetition that emphasizes upon mere 

figures of productivity and profit that are often extracted from the contexts or the situations of place of work 

without considering the related factors behind the mere figures such as cooperation of people of the same 

job-place and the informal job training aft釘 thefonnal job hoursフ themajority of Japanese workers銅山W

isolated and cannot五ndmeanings of work and a1so the meanings of the work and their life. 

And in spite of the import of principle of competition and the techno detenninistic information studiesラ

the Japan still remains the miserable conditions in terms of economic and social situations.すhetota1 amount 

of debts of national bonds (govenunent securities) Is over 800 triilion yenフ i.e.8 t打lliondollars at the present 

moment that is almost more than 150 % of the tota1 amount of GDP of Japan. And still worse， the m句orityof 

Japanese people are afraid of the growth of crime rate and a1so of the hopelessness of their future life. The 

systems of pensions and public welfare are now getting worse year by year. 

And in addition， we are now facing剖lotherserious situation brought by the division of ol汀 worldinto 

two splits. As the result of prevalence of narrowly understood version of Postmodemismフ manypeople now 

tend to negatively evaluate such thinさssel予respect，deteru1Ination of minds， common senses， mutual support， 
although the majority of Japanese people actually still believe in these values as 1 will show the research data 

about this tendency. This phenomenon clearly has brought about the confusIons in our society. In Japan 

Pos出lOdernismmeans very often equivalent to nihilism or extreme relativism and therefore the prostitution 

by high school or even junior-high school shIdents are regarded as some way of self.刷identificatIonor way of 

self.愉expressionby the famous sociologist with the minds influenced by Japanese Postmodemism. 

Getting back to "the third way" 1 refe汀edto at the beginning of my talk， according to my present viewラ

it seems that we might be able to find the possible suggestions about this another way from two different and 

at the s笛netime probably inte汀elatedapproaches. One is to discover or rediscover the meanings of the 

imagination， Einbildungskrザtor related出 pectsof recognition or phenomena in our minds or brains. The 

way is probably to trace the same or similar way tried by such scholars as Hanna Arendts， Heidegger or 

some psychiatrist like Wolfgang Blankenburg or Japanese psychiatrist Bin Kimura and of course Kant the 
author of the book“Kritik der Urteilskrafl円 himself.

羽市at1 have been interested in recently about this problem is the conditions that enable出esharing of 

certain imaginative meanings. According to the findings in the study field of psychiatry or neuroscienceラ

certain patients of schizophrenia or agnosia cannot see some illusionary shapes or figuresラ i.e.they can 't see 
imaginative shapes or figures. 

くFigure1> 
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Figure 1 shows a perspective view of a rectangular cube in the shape of something like dice or Japanese 
tofu. The characteristic of this figure is the change of outward appearance of the subject. At the first moment 
of perception of this subject， this subject is a dice but suddenly the appe訂 anceof this subjects transforms 

into another appear組 ce.After and before出lS仕ansfoIIDof appearance a dice is a dice， while the appe訂 ance
of this same dice completely changes. 

This means出at出isfigure can be seen 合omdifferent perspectives and that this change of perspectives 
includes the change of the directions of sights or the subjects as the sources of these sights. ln 5hort， the 
phenomenon of this figure presupposes the imagined or supposed directions of sights and also the imagined 
or supposed subjects. In this sense， the phenomenon of this figure 5eems to be imaginative phenomenon. 

If 1 try to continue to interp;ret this phenomenon， we can find further several interesting points.百1e
bottom of dice suddenly甘ansformsinto a side and in accord with this change the tota1 shape of the dice 

changes. And to our surprise， the subject(the subject who perceives this cube or the imagined subject who is 
considered to be watching出iscube) s changes hislher direction of sight from upside to the left at出esame 

moment of甘ansformof出eshape of a dice. 

What can we get through this imaginative experiment? It is clear that we can not answer to the question， 
whether the objects themselves change or whether only白eoutward appear如 ceof the objects changes， 
because in the case of Figure 1 or in the similar cぉesperhaps we can not sep訂 atethe appearance of the 
object from the object itself. ln a sense， the object itself or the “Wesen (essence)" of the object exists 
nowhere. And in another senseコtheobject itself exists somewhere in the imaginative field. 

The phenomenon由atthe direction of sight of the subject s changes with the change of the 

appe訂 anceof the object Is indeed stimulating. And we can add a few interesting findings to this 

phenomenon. The su戸ctαiswatching the phenomenon that the direction of sight of the subject s 
changes. If it were not for the ex:istence of the su戸ctαorthis dual situation of the subject this 

phenomenon doesnラte幻s1.The subject αIs watching the phenomenon in the continuation of time. Figure 

1 is not a substance but a process because也isfi伊 reor the experience of seeing也isfigure exists in the 

continuation of time. The subject α1S not my private subject nor the Ullique subject only for myself 

because you and he/she as well as myself can experience the role of the subject α， l.e. the Sl人jectαlSa 

universal subject. In other words， the subject αis a sort of intersubjective subject. 

If we relate these phenomena of imagination or shared imagination with the discussions of Hannah 
Arendt ，Blankenburg， or Bin KUl1ura， it seems註13twe can fmd the way of getting suggestions about 
uniting the inner imaginative world of meanings and the outer imaginative world of meanings together. What 
Hannah ArendtヨBI出1kenbぽιorBin Kimura tried to do is， according to my interpretation， to Ullite the two 
ぉpectsof imaginative worldヲ insideand outside， Qne in my mind and another in our minds together. 

( Accrding to Arendtヲherremark is dependent upon the concept of sensus comrnunis or common sense or 
Urteilskrafi (judgment in English) related to common sense by Kant in his book “Kritik der Urteilskraft") 

What 1 want to do is to show myむailof fmding "the third way" and more correctly finding or 
rediscovering the imaginative world of meanings in Japanese socie貯 orculture that 1 'd like to refer toぉ

“Seken". In a different way， Seken is s shared imaginative world of meanings出atconsIsts of morals， social 
ethics， criteria of value judgements， common sense， ail11S of life， desirable behaviours， shared illusionsラ

shared myths and the like. One of the 11105t remarkable characteristics of Seken is出atSeken hぉ itslong 

history in Japanese culture and that parts of Seken~related meanings derive from Buddhism， Confucianism， 
ShintoコBushido(moral and ethics of Samurai)， traditional views on Nature， orientation to solid訂 ityand so 

on (Sakutaヲ 1972;Abe，2000; Nakada，2004). 
Originally， Seken consists of two different meanings， Se and Ken. Se means出is¥vor1d and Ken means 

between. So Seken means the Between World， i.e. this world between heaven and the vulgar earth or the 
world between gods and people or the world bet:ween me and the others. 

Seken is a neglected world of meanings because the m句orityof Japanese scholars and intel1ectuals hぉ
paid their attention to the more westemized and moden1Ized aspects of our world that might be called 
Shakai . In contrast to Seken， Shakai is a imported term and concept出atwas imported at the end of 

Japanese feudal age and the beginning of our modem age in the late 19th century ~rom England， the 
Netherlands， Franceラ Gennany.But in spite of neglect by scholars， as 1 show here， Sekenィe!atedmeanings 

stiIl live in Japanese minds and still have powerful influence upon our various areぉ oflife including the 

evaluation and the meanings of the Internet. 



So Just as 1 said a few moments ago， what 1 wanted to do in my paper is to find or rediscover 

Seken・relatedmeanings and the meanings of the Intenlet in relation with Seken in modern Japanese culture. 

And 1 want to do this by showing the empirical data from the rese訂ches1 and my research gropes conducted 

during the last decade.To uniteempiTical data and qualitative specuiation or imagination together has been 

one of my concerns for ye紅 s.

2. Rediscovery of Seken 

As 1 said before， Seken or Seken-related meanings derive from Japanese traditional cultureフ longhistory of 

human relationships as well asむaditionalviews on or interpretations of nature or natural disasters. 

Traditionally Japanese people tend to interpret natural disasters as something related with one's destiny orお

the result of scourge of heaven. And surprisingly enough this kind of view on disasters is not confined to 
people who lived in not帽modernizedstage of history. This kind of view on natural disaster still remains in 

peopleラsminds in modernized era. (1 am the one of the scholars that rediscovered this kind of vi仇 von 

natural disasters in modern age through several researches.) And according to my opinion， tms kind of view 

on natural disaster is part of Seken-related meanings. As 1 show laterフ itis clear that this kind of view(s) on 

natural disaster has strong relationships with Seken-related meanings generally. 
Let me show some of these cases about views on natural disasters. As 1 described in my paper submitted 

for ICIE at Karlsmhe， in 1923 a great earthquake hit Tokyo and and the neighbour districts and killed nearly 

100000 people. In the aftennath of this catastrophe， Japanese people including writers， scho耐久 politicians，

and Buddhism priests discussed in the magazines or in the books the “hidden" causes of this earthquake町 One
of the themes of their discussIons was about that; "Was this earth司uakebrought about by the scourge of 

Heaven?" And at the same time according to the magazine民newspapersフ essaysand poemsヲ theair was 
filled with pessimistic atmosphere and attitudes associated with traditional way of thinking， i.e.， it was their 
destiny that the big earthquake des甘oyedTokyo and killed more than 100000 citizens. 

In 1981 1 and the other members of a rese訂 chteam of Tokyo University visited Oofunato and severaI 

other cities and towns in Northern Japan and conducted a research there. The purpose of this research was 

about people's views on natural disasters. The cIties and tovvns we visited were tortured again and again by 

severe tidal wavesσsunami) dぽ ingseveral decades or during several centuries. For example， the tidal wave 

in 1888 killed almost 20000 people and the one in 1933 killed about 3000 men and women and more 
recently the one in 1960 killed 62 people including the missing. In this area， Sanrikutiikiラ weasked people 

how they feel about the natural disasters. The results of questionnaire were surprising. Foe example， we 
asked respondents whether they sympathize with such view; “to die or not in a severe natural disaster is 
determined by one's destiny". 64.9 % respondents said "yes". 

And in the case of the f100d disaster in 1982 that hit Nagasaki and killed more than 400 citizens， 1出ed
to analyse the contents of newspaper reports about this disaster and I found that the disaster was reported by 

using a certain kind of framework. This framework turned out to consist of a kind of dichotomy， "this 
disaster is heaven樹 madedisaster or human-made disaster'，? Clearlyフ thisdisaster was interpreted by the 
なaditionalframework of meanings as the disasters just mentioned above. 

2.1 POLITICS INTERPRETED AS RESULTS OF S品~CER1TY

1t seems that part of Sekenィelatedmeanings comes from ourむaditionalvalue judgments about sinceriザor

purity of minds as virtue. Japanese history or fictions like moviesフ popularliterature， comic books are filled 
with tales about these kinds of virtues. 

One of the famous stories in relation to this can be found among the list of the anecdotes at the time of 

Meiji-まestorationin 1868. This story is about the communication or friendship between two politicalleaders 
of the antagomstic poiiticalorganizations.One is the poiitical ieader of Tokugawa"shogun pMy andmother 

Is the political leader of the revolt party. The St01γtells us that both leaders are persons with sincerity and 
thanks to their sincedty the anal stage of MeijimRestoration orMGWmrevolution ended peaccalliy with011t 
meaningless Mood-(This picture is about the statue of one leader Takamori Saigomd this picture is about 
another leader Kaishu Katsu.)(刀1epictures are omitted here.) Both of them are still the models for many 
people of today in tenns of examples of fine virtues in Japan. 
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This picture shows one of the most famous pop stars， Ayumi HamasakiコinJapan of today. (1五epicture 
is omit!ed here.) And her songs are filled with the pities or soπows that come from the experiences of the 

younger generations. Their experiences are that they have to get damage in their minds because of their inner 

purity or fragile sincerity. Alld the pains or hardship brought about through sinceriち'w出 oftenone of the 
main themes ofthe anecdotes in Japanese history. This picture is about a leader ofpolitical group at the end 

of Tokugawa era and he (Toshizo Hijikata)was a1so the one who experienced hardship or tragedy because of 

his loyalty to inner sincerity or at least the m句orityofthe Japanese people seem to be1ieve so. (1五epicture is 
omitted here.) 

2.2 SEKEN AND VIEW ON NA TURE 

Seken-related meal1ings also include仕aditionalviews on nature in Japan. For example， cherry blossoms have 
been referred to出 symbolof puri守 orsincerity of inner minds. This picture showsラ NorinagaMotoori会 the
founder of Kokugaku， the study of ancient and indigenous thought and culture in Japanフwhothought that the 
essence of the仕aditionalpoe匂1and literature in Japan is nothing but the puriち7or simplici守ofminds.(刀1e

picture is omitted here.) And in this sense， cherry blossoms shining in. the moming sun are the symbols for 

pun守 ofminds(Takamizawa， 1970). 
In summerちら Sekenis a network of meanings that include “sense of destiny"， '‘pu打守 ofmindsぉ highly

evaluated value"， "sincerity and honesち1 as important values"ヲ“na如reas -symbol of purity of mind" and 
"contempt for earthly richness and sucωss". Sekelトrelatedmeanings seem to be derived form traditional 
culture (Buddhism，仕aditionof poetry and literatureラ Shinto，Confucianismt the tendencies of human 
relationships and the past history related to politics and community life in Japan. 

One of the things 1 have paid 組問tionto since 1 entered post-graduate school in Tokyo University Is to 
rediscover Seken-related meanings and to find也erelationships between Seken個relatedmeanings and 
peopleウsconscIousness on other social problems or their attitudes towards societうら po1itics，social ethics， and 
media. During the last 10 years or so， 1 continued to do the researches mainly or partly related to Seken and 1 
could find出atthere is a network(s) of meanings between Seken慣relatedmeanings and environmental 
consciousness or peopleヲsattitudes towards politics， social problems or various media including the Intemet. 

2.3 THE 11'汀ERRELATIONSHIPBETWEEN SEKEN欄 RELATEDMEANlNGS AND CONSCIOUNESS 
ON OTHER SOCIAL PROBLEMS AS WELL AS MEDIA 

I'd like to present here mainly the data from the recent 6 researches 1 and my coI1eagues conducted about 
peoplピsconsciousness on the Intenletラ theother media芦 environmentalproblems， and the other social 
problems. These 6 researches are 1995G， 1998G， 2000G， 2002G， 2003G， 2003S.ぐThese紅 e tentative 
nanles for my researches and a11 of them were conducted in Japan.) And for cross cultural comparison， we 
add some findings gained through 2 researches，2003T (conducted in Germany) and 2004M (conducted in 
Inner Mongolia， China) to our general findings. 

We will mainly examine the data of the following 8 surveys in the subse弓uentsections. (1)“1995 G"= 
research on peopleラsawareness and thinking about social problems. This research was conducted by the 
author and也emembers of Research Group on the Media and Environmental Prohlems (RGME) in Japan's 
capitol Tokyo in 1995. The author belongs to this group and Sekelトrelatedquestions in出isresearch were 
mainly originated by the author himself. The respondents were 587 men and women of over 20 years old in 
Tokyo and the respondents were collected through the method of random samp1ing. (2) "1998 G"= research 
on peopleヲsaw訂 enessand thinking about social problems by Makoto Nakada and RGME in Tokyo in 1998. 
The respondents were 502 randomly selected men and ，vomen of age over 20. (3)“2000 G"= rese訂 chon 
peopleラsawareness and thinking about social problems by Makoto Nakada and RGME in Tokyo 
metτopohtan area in 2000. The respondents were 611 randomly selected men and women of age over 20号

(4)“2002 G"吋 esearchconducted by ReGIS(Research Group on Infonnation Studies at Tsukuba University 
directed by Makoto Nakada) in 2002 in Japan to a range of 25幽 to44ヴear-oldsurvey monitors selected by 

a research company in J apan. This survey was designed as quota samplingフ andratios of gender and age were 
quoted from the 2001 World Intenlet Project Japan (百なP乃report(h社p://media.部 aka.toyo. ac. Jp / wip 
/survey2001e/index.html). (ηle income and education distributions. of this sUDrey were弓uitesimilar to those 
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of the WIPJ research. It seems出atthe reliability of our research was fundamentally assured by the similarity 

of the data of the two researches.) 百lerespondents were 569 men and women. (5) "2003 Sヲラヰresearchdone 

by ReGIS in 2003 in Japan， This survey was conducted to a survey population composed of Tsukuba 

University and Takachiho Universi砂students.The sample was collected through relative random sampling 

from student lists at both unIversities. The valid response rate was 425 male and female undergraduate 

sれldents.(6) “2003 Gヲヲェresearchconducted by ReGIS in 2003 in Japan. This was conducted to a survey 

population of 25-to 44ぅ'ear-oldregistered survey monitors selected by a Japanese research company. This 
survey used a quota sampling method， and ratios for gender and age were quoted from the 2002 WIPJ report. 
The respondents were 876 men and women. (ブ)“2003T"=research done by ReGIS with help of Dr. Birgit 

Staemmler in 2003 in Germany. The survey population was a selection of山1Iversitys加dentsfrom Tubingen. 

Dr. Birgit Staemmler arranged the survey by distributing information regarding our online survey to a11 
students' e酬 mailaddresses. This survey was conducted for the comparison of the data of Japan and Gennany. 
The respondents were 249 male and female students. (8)“2004 M"=research done by Bai Uran with a help 

from ReGIS in 2004 in Inner Mongolia in China. The survey population was a selection of university 

students from Imler Mongolian University. The respondents were 300 male and female students. The major 

important question items of this research were chosen from the related items of "2002 Gヘιι2003Sヘ"2003

σ， researches. The data of勺003T" and “2004 M'ヲ researcheswere examined for the comparison of the 

Japanese data with those from different cultural and social backgrounds. 

In the following sectionsラwe'd like to show the major results and fmdings of these researches. 

Tαble l(Evαluation ofthe Intemetαsαim ofindividuall~戸)

2002G 

Concerns for 
computers 

，:H.l 29.6 
and the 
Internet 
Good and 

friendly relations 
with fi鉱工uly 68.1 72.3 72.9 70.9 76.5 91.2 49.0 
members and 
close fi口eおお
Improvement of 

humanness ，s∞ial I 
morals，∞mmon 

57.6 6l.0 53.1 48.5 49.3 62.2 66.0 

sense 

~chiev;~e~~ of I 
jobs and studies 

29.9 33.9 49.9 43.0 57.5 83.9 85.3 

Lifestyle that is 
environrnental1y 52.2 42.2 40.1 32.9 28‘8 74.3 78.0 
resPonsible 

Econornic 
60.2 50フ 70.3 66.1 57.3 67.9 64.7 stability 

~.~~e~ ~r~~_ ~ I 
disaster and crime 

60.4 75.0 58.9 61.1 48.9 69.5 83.7 

Table 1 sho¥Vs the results of the question;“Given the list of items below， what do you consider 

important in your own， individual life?円 (or "what do you wa.nt to consider important in your life ?") 

As the figures of the table clearly show， "concems for computers a.nd the Intemet" (“to be interested in 

computers a.nd the Intemet so as not to fall behind in terms of world events") is regarded as less important 

item for one's individual life than other items by the Japa.nese people. This is a rather surprising finding， 

8 



because many Japanese， especially the scholars interested in the "mirac1e?' power of information 

technologies， seem to believe that the Japanese cultures and societies as wel1 as the meanings of individual 

life訂enow undergoing a drastic change in the so輸 cal1edInformation Era. But just as the research data show， 
in case of Japanese 5 researches，“concerns for computers and the Intemetη Wぉ chosenfor "aims of life" 

by relatively limited respondents. This factmight be explained in two ways. The first possible explanation is 

出at廿aditionalmedia such as television or newspapers紅 esuperior to the lnternet within the frame of 

evaluations about the media of Japanese people. And the second possible explanation is that the Intemet is 
stillぉnbiguousO'_-uncertain medium in the map of meanings of Japanese peopleラsminds whose inner 

s加lctureis largely determined by Seken・relatedvalues inc1uding orientation to better life. Table 2 and Table 

.3 provide us with important informatIon about出ispoint. 

Table 2 (Evaluαtion ofmediαωsources jor generα1 infonnα'tion) 

2004M 
2002G 2003G 2003S 

(Germ.any) 
(Inner 

Television 92.8% 77.3 75.2 57.5 92.0 

Newspapers 82.8 65.9 72.4 71.8 84.0 

Books 52.9 40.8 45.0 87.9 92.4 

Magazines 43.1 44.9 81.3 

Intemet 

Discussions with family and friends 

1) This table shows the results of people' s evaluations of various media as sources of general information. 
2) Percentage=very imcのrtant+ somewhat important 

Table 2 is about the evaluations of v訂iousmedia including the Intemet as the sources of general 
infonnation. Table 1 and Table 2 appe訂 toshow an interesting tendency; people chose the Internet as出e

important sources of general Information but notぉ “aimsof life". This fmding suggests a crucially 

important assumption; Japanese people live in different出 pectsof meanings and evaluations of their world. 

At least it seems that "aims of life" and "evaluations of media" belong to different spheres of meanings and 

evaluations.百1Istendency seems to be confmed to J apanese dataラ becauseas the data shqw， in cぉesof 

"Research T" and "Research Mてthesimilar tendency can't be found. 

This tendency of different aspects of meanings and evaluations of the world in Japanese data can be 

found in組 0出erway.

Table 3-1 shows the percentage of respondents出athave sympathy for various Seken-related meanings. 

(Table 3-2 1S about the results of the same question items in cぉeof "Research T' and "Research M".) As 

this table shows， it is c1ear that Seken-related meanings still remain in peopleラsmInds. 1 imagine that these 

findings訂 esurprising for the majority of Japanese scholars in the fields of social science， because they seem 
to believe出atwe Japanese 1ive in the world with more modemized world views. And it is a1so clear that 
Japanese people have rather pessimistic and negative attitudes towards their world or at least towards p訂tof 

their wor1d( Seken seems to be part of the world for Japanese people). For example，“superficial 
cheerfulness" was affirmed by over 600/0 of the Japanese respondents (with an exception of“2003 S"). 

But at the s出netime， as the following research data showフtheJapanese people have Tather optimistic 

and affirmative attitudes towards (p創的 theirworld 
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Table 3-1 (Sympatlザ戸rSeken-related meanings) 

1995G 1998G 2000G 2002G 2003G 2003S 

Distance from nature 73.6% .圃 82.6 79.0 71.9 

Honest 戸verty 83.7 81.5 84.4 80.3 82.3 

Destiny 84.4 79，0 77.9 76.0 67.3 

Denial of natural science 88.5 88.3 90.7 88.7 82.7 

Criticism of selfishness 85.5 幽 88.3 90.0 90.3 71.9 

Powerlessness 7l.9 64.8 69.2 62.0 46.5 

Superficial cheerfulness 73.3 65.6 70.8 62.7 50.0 

Belief in kindness " 68.5 68.1 73.1 71.5 73.2 

Scourge of Heaven 62.7 49‘5 

1) Table 2-4 shows出e戸rcentagesof the respondents who said "agree or somewhat agree" to Seken -related 
statements. These statements訂 esuch as: "Within our modem lifestyles，戸oplehave become too distant Jrom 
nature刊のistancefrom nature); "People will become corrupt if出eybecome too rich"(Honest poverty); "People have a 
certain destiny， no matter what form it takes"(Destiny);吋nour world， there are a number of出ingsthat cannot be 
explained by science"(Denial of natural science); "There are too many people in developed countries (or Japan) today 
who are concemed only wi出 thernselves"(Criticism of selfishness); <'ln today's world， people紅 ehelpless if出eyare
(individually) themselves"σowerlessness); "In today's world， what seems cheerful and enjoyable is really only 
superficial" (Superficial cheerfulness);“Doing your best for other people is good for youη (Belief in kindness); "The 
frequent occurrence of natural disasters is due to scourge of Heaven" (Scourge of Heaven) 

Tαble 3・2(Sympαthy for Seken刊 lafedmeanings) 

2003T (Germany) 2004M (lnner Mongolia) 

Distance from nature 83.1 61.3 

Honest poverty 68.7 54.7 

Destiny 35.7 66.3 

Denial of natural science 60.6 86.3 

Criticism of selfishness 89.9 82.3 

Power lessness 57.5 

Superficial cheerfulness 40.1 

Belief in kindness 91.5 84‘3 

Scourge of Heaven 

Table 4 shows the results ofthe responses to the question (“2003 S"); who taught you important things 

in yourめν(M.A.).As this table shows，“Father and/or mother" or "Friends 01' older comrades in schoof' 

were chosen by more than half of a11 respondents. And “Schoo1 teachers" was a1so chosen by quite a few 

respondents. It seem that this finding are quite far form the common images about family and school that 

prevai1 in the J~panese socie砂 Familyand school still mean an important place for the m句orityof the 

respondents， So f紅白 ourresearch data show. This surprising finding Is endorsed with the data shown in 

Table 5. As Table 5 shows， family(or home) is still the important place for younger generations. This 

finding is a1so far from the common be!ief in the destruction or collapse of family prevailing throughout our 
soclety. 
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Tαble 4 (P eople from whom meαnings in 1ザewere taught) (Dαta.' 2003S) 

People from whorn important things in life were tal.!lSht 

Friendly grownups inneighborhood (4.0%) 

F avorite singers or actors (15.0%) 

Characters of animation or comics (18.4%) 

Characters in TV dramas ormovies (15.7%) 

Famous people in history (12.2%) 

School teachers (41.8%) 

Friends or older comrades in school (58.4%) 
Pather and/or mother (66.4%) 

Friends acquainted through the Internet (3.3%) 

Tαble 5(lmα'ges ofhome) (Dαtα: 2003S) 

lmages of home仏仏)

The place where we c叩 geta piece ofmind (75.7%) 

Restrictive (13.3%) 

The place where we can get food and residence (54.6%) 

The place where important peop1e live (61.5%) 

百leplace where we can le訂nimportant things (49.3%) 

The place which we want to protect more careful1y 

出anany other places (33.4%) 

The place in which we are not so interested in (2.9%) 

Noting in particular (l.lCYo) 
1) The figures show the percentages ofthe responses to the question; 

whαt do you think when you hear the following phrαses? 

These optimistic and a節目nぬVeattitudes towards (part of ) the world were confirmed by the data 

shown in Table 6 and Table 7. 

Tαble 6(lmαges ofsociety) (Datα.' 2003S) 

Restrictive (18.7%) 

Something that is so uruelated to me出atit seems far way (5.5%) 

ldoぜtwant to interact with it butI have to (38.3%) 

Something that we optimistically build together (43.6%) 

Something出atwe should leave up to po1iticians to take responsibility for(3.3 %) 

Notin只inparticular (15.5% 

1) The figures show the percentages of the responses to the question; what do 
you think when you hear the following phrαses? 

Tabfe 7(lmages ofsociety) (Dαtα.' 2003G) 

Images of society仏ゐ生)

Restrictive (15.3 %) 

Something出atis so町 elatedto me伽 tit seems f，訂 away(2.7%)

1 don't want to interact with it but 1 have to (46.1%) 

Something that we optimistically build together(40.8%) 

Something出atwe should leave up to po1iticians to take responsibility for(0.9%) 

Noting in particular (17.0%) 

1) The figures show the percentages of the responses to the question~ what do 
you think when you heαr the following phr，αses? 
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As these tables show， it seems出atthe Japanese people live in different aspects of meanings出atlead to 

different attitudes towards the world or society. We don't have the exact map of these aspects， but Seken 

seems to occupy the central position of these mapフ asour research data ( for example Table 3-1創ld3-2 ) 

show. In the following p紅tof this section， we' d like to pay our attention to出emeanings of Seken andむyto 

the meanings of Seken at the more deeper level. 
Table 8 is about the results of factor analysis calculated using出efigures of Table 3-1，i.e. the table 

about "Seken嗣 relatedmeanings". We could get several factors shown in this table. We extracted factors 

from the data of 2003Gωd 2003S separately. (Factor analysis is the statistical method for dividing the data 

into several main groups.) As the table shows， Seken・.relatedmeanings or responses of data from 2003G 

Research are segmented into 2 gropes.(And we could get 3 factors from the data of 2003S.) 

Table 8(Fαctoγanalysis ofSeken刊 /atedresponses) 

2003G 2003S 

Criticism of modern civilization G-1 Criticism of modern civilization S-1 

(denial of modern civilization as deceit) (denial of modem civilization as deceit) 

Criticism of modern civilization G-II CriticIsm of modern civilization S-II) 
Seken-related factors (denial of rationality) (denial of rationality 

Criticism of modem civi1ization s-ill 
(denialofweal出)

The results of出isfactor analysis were used for examining the relationships between Seken-related 

meanings and the other consciousness， as we will see later. 
Table 9 and Table 10 aa about the correlation coefficients between Seken-related factors and other 

conscIousness ("evaluations of media"釦 d“concemsfor political problems and environmental problems"). 

Table 9(Correlαrtion coefficients between Seken-related factors and evaluations of rnediαr)(Dαtα: 2003G) 

I Criticism of rnodem civilization G-1 I Criticisrn of modem civilizatIon G-II 

(denial of modem civilization as deceiり I (denial of rationality) 

Television N.S 

Books N.S. 

Movies N.S. 

Intemet N.S 
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Tα1Jle 10 (CorrelαUon coejjicients between Seken・relatedfiα'Clorsand concems for domin∞t social problems)(Dαtα:2003G) 

Political 
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factors 

N.S. 
Criticism of modem 

civilization G伽 1(deceit) 

Criticism of modem 
civilization G“E 
denial of rationali 

1) Percentages show the results ofμrtial correlation coefficients between 戸liticalconsciousness as well as concems 
for other dominant social problems and Seken“related factors (controlling for age and gender). 

2) (牢)significant at pく.05;(村)significant at p<.O 1 

Seken-related 

We can get two important findings from these data; the importance of Seken-related meanings and the 
sなongrelationship between “pessimistic attitudes towards the wor1d" and“optimistic attitudes towards the 

world". The first finding (the importance of Seken-related meanings) w出 quiteclearly confirmed through the 

fact that Seken-related meanings have strong relations with evaluations of media and concerns for dominant 

social problems including politica1 consciousness. The second frnding seems to be also clearly confrrmedjust 

as these tables show. Seken seems to be genera11y pessimistic attitudes towards the world so far as Table 3-1 
shows. But surprisingly enoughラ Seken備relatedmeanings have strong relations with “concerns for dominant 
social problems" as well郎、va1uationsof media".“Concems for dominant social problems" and 

"eva1uations of media" don 't necessarily mean part of “optimistic attitudes towards the worldてbut

neve吋lelessat least one thing is clear; "pessimistic" S.ekeJ←related meanings don 't necessarily lead to the 
denial of Interests in the world . 

Table 11 seems to provide us with additional suggestions about complicated meanings of Seken as 
sources of sむongconcems for the world and at出esame time as sources of negative and pessimistic 

attitudes towards the world on the other hand. As these tables (T able 10 and Table 11) suggest， Sek印刷related

meanings seem to lead to strong attention to political problems as wel1 as to environmenta1 problems and at 
the s沼netime lead to pessimistic and negative attitudes towards the sぉnepolitica1 problems. So farぉ these

data and related findings show， Seken-related meanings seem to inc1ude different守pesof attitudes towards 

the world. In order to think of these problems mOre deeplyヲ weneed more affiuent data on these problems. 

But anyhow， it is司uItec1ear at the present moment that Seken“related meanings occupy the central part in 

"horizon of meanings" which inc1udes evaluations of mediaヲ concems for politics， concerns for 

envIronmental problems部 wellas pessimistic or optimistic attitudes politica1 problems. 

Table 11 (Coγrelation coefficients between Seke件 relatedfiαctorsandαttitudes towαrds poIWcaI problems)(Datα:2003G) 

To do one's ownjob I To have i出n凶ter郎 tsir吋 oli山ti山iおcsI Political problems 

Criticism of modern 

N.S. 

Seken-rela ted 
factors 

denial of rationali 
1) Percentages show the results of partial correlation coefficienis between Seken“related factors and attitudes towards 
political problems (control1ing for age and gender) 

2) (*) significant at pく 05;(料)significant at pく.01
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2.4 SEKEN別 GER1仏NYAND INNER MONGOLIA TOO ? 

As our research data show， it is clear出atwe can't neglect Seken-re1ated meanings， when we t:ry to 
understand the concrete contents or the holistic structure of the world where we live. In this sense， it seems 

出atthe Japanese people are dwellers of Seken. 
In regard to出emeanings of the world that is charactcnzed by hkmfeiated meanings in many ways， 

our interests lead to a difIerent but related problem;訂 eSeken舗 relatedmeanings confined to Japan or not? To 

answ紅白isquestion at least partly， we want to町 toanalyze the data from Gennany and Inner Mongolia in 

a similar way to Japanese data. 

Table 12(Fαctor analysis ojSeken -relαted responses )(Datα:2003τand 2004M) 

2003T 2004M 

Criticism of modern civilization T -1 Criticism of modem civilization M-1 

(denial ofmodern civilization as depravity) CConsciousness of criticizing me-ism) 

(quωi-) 
Criticism of modern civilization T -n Criticism ofrnodem civilization M-日

Seken-related (denial of science) (Consciousness of distance from 
factors nature) 

Criticism of modern civili之ationMω班

(CoIl~~iollsness of criticizing science) 

Table 12 is about the result of factor analysis of Seken-related meanings following the same analytical 
wayぉ theJapanese data. As白istable show， 2 Seken・relatedfactors (or more correctly， quasi-Seken-related 

factors) were extracted from G百mandata and 3 factors from Inner Mongolian data. 

Table 13ラ Table14 and Table 15訂ethe results of correlation coefficients between (quasi-)Seken-related 
factors and evaluations of mediaぉ wel1as concems for dominant social problems including political 

consciousness in Germany and Inner Mongolia. 

ταble 13( Correlαtion coeJjicients between Seken-reIαted jactors andωαluαtions ojmediαr)(Dαtα:2003T) 

Criticism of modem Criticism of modem 

civilization T‘ 1 (depravity) civilization T -II 

(deIli~L()f sc_i.ence) 

Television N.S N.S. 

Books N.S. N.S. 

Radio N.S N.S. 

Intemet N.S N.S. 

Newspaper~ N.S N.S. 

Ma只azmes N.S. N‘S. 

Discussions with farnily and 
N.S N.S. 

friends 
1) Percentages show the results of partial correlation coefficients between evaluations of media and (quasi-)Seken-related 
factors (controlling for age and gender) 

2)村 =pく0.01，本 =pく0.05;controlling for gender and age 

Our findings shown in Table 13， Table 14 and Table 15 are extracted from relatively limited data in 

Germany and Inner Mongolia， so we have to carefully interpret the meanings of these findings. But 

nevertheless so far as these data show， the meanings of Seken appear to occupy the different places in the 
world for people in Gennany and Inner Mongolia from Japanese case. 1t is quite cle訂 thatthere are no 

distinct relationships between (quasi-) Sekelトrelatedmeanings and the evaluations of media as well as 
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concems for dominant social probJems in Germany and Inner Mongolia. In order to certify the validity of 

these findings， we wiU have to ana1yse the data go批 nfrom.IDore 加gepopulations in Germany and Inner 
China ， and if possible， in other countries with different cultural， social and historical backgrounds. 

Tαble 14 Is between Seken-relαted (actors and evαluαtions 0 

Cr口iticismof I C山
modem civilizatIon M-m 

(Consciousness of criticizing 
modem civilization M:-II 

(Consciousness of criticizing (Consciousness of distance 

ne-ism) from 

Television N.S N.S. 

Radio N.S. N.S. 

Newspapers N.S N.S 

Books N.S N.S. 

Magazines N.S. N.S. 

Intemet N.S. N.S. 

N.S. 

問
一
一
一
一
川
一

m
Discussions 
with family I N.S. I N.S. I N.S 

and friends 
1) Percentages show the results of partial correlation coefficients between evaluations of media叩 d(quasi-) 
Seken-related factors (controlling for age and gender). 

2)村 =pく0.01， 阜 =p<O.05;controlling for gender and age 

Tαble 15 (Correlation coe.fficienぉbefweenSeken-relα'1edfiα:ctors and concemsfor dominant social problems)(Dαtα:2004M) 

Political consciousness 
Environmental Consciousness for educational 
consclousness problems in Inner Mongolia 

Criticism of 

modem civil立ationM略 I
N.S N.S. N.S. 

(Consciousness of criticizing 
me-ism) 

Criticism of 
rnodern civilization M事日

N.S. N‘S. N.S. 
(Consciousness of distance 

from nature) 
CriticIsm of 

rnodem civilization M-ill 
N.S N、S N.S. 

(Consciousness of cribcizing 
science) 

1) Percentages show the results of partial correlation coefficients between political consciousness as well as 
concems for other dominant social problerns and (quasi-)Seken-related factors (control1ing for age and gender). 

2) (勺 significantat p<.05; (“) significant at pく 01

3. Conc1uding Remarks 

As our research data show， it seems to be quite clear that Seken-related meanings still remain in the minds of 

Japanese people and that these traditional and "jrrational" meanings detem1Ine the tendencies of peopleラs

evaluations of and attitudes towards their world in many ways. So far as these findings suggest， we have to 

take into consideration Sek印刷relatedmeanings in order to lmderstand the deeper aspects of 'horizon of 

meanings" to which we belong to with various aims， concems， anxietiesラ imagesand expectations. To put 

this another way， the Japanese people still remain as dwellers in Seken in many aspects in life or in their 
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wor1d. As our rese訂 chdata clearly show， even meanings of political problems seem to lie in the “a horiwn 

of meanings" which Sekeルrelatedmeanings seem to influence in various ways. The Japanese people live in 

Seken. This is doubtless. But if so， how can we as dwellers in Seken do in order to cope with the difficult 

social problems we訂efacing now ?羽市erecan we go with our "pessimistic" Seken・relatedmeal1ings in this 

serious crisis in regard to economy， politics， education， social ethics and so on? In order to answer these 

difficult and urgent problems， we have to gain more affluent data about Seken and the relationships between 
Seken and other values and meanings in our world as well as more basic data for il1tercultural analysis for 

Seken-or quasi-Seken繍 relatedmeanings 

(η1Is paper is partly based on my paper submitted for rCIE at Karlsruhe in 2004.) 
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2インターネット上のコミュニケーションにおける体験談表出の特徴
ーオンライン調査の結果からの探索的研究一

筑波大学大学院人文社会科学研究科現代文化・公共政策専攻博士課程 田村貴紀

はじめに

今日の社会において自分史を語ること、自己の経験を語ることは広く行われていて、自

分史研究という社会学的、人類学的分野も成立している。小林多寿子は次のように書いて

いる。

1980年代に入って、自分史がブームとなったといわれる。そして 1990年代になって、

一層盛んに自分史は書かれている。自分史ブーム、それはまさにたくさんの人たちが

自分の「人生」を公にする「人生Jのカミングアウト現象なのである(小林、 1997: 6)。

従って、自己は自己自身について物語ることを通じて産出される、という自己物語論の

社会学的視点も説得力がある。浅野智彦によれば、自分のアイデンティティについての説

明は、自己についての物語という形態をとらざるを得ない。この物語と、現在の自分の生

との簡に飽離が生じると、人々に苦しみが生まれる。自己物語は、神話的に固定している

ので、語り直すことは容易ではない。物語の終点たる現在をうまく説明し肯定するために、

物語の始点を注意深くえらぶことが重要であり、見rjのアイデンティティを作るためには、

別の始点を探しそこから始まる見lJの物語を語り直さねばならないという(浅野、 1994:7・9)。

そのため、語り直しを支える心理療法などの装置が重要になる。

インターネット上のコミュニケーションにおいても、このような自分の経験を語ること

や自分史を語ることは広く行われている。加藤靖明は、「こうした物語・自己構築なども含

んだ『自己物語Jパラダイムは、 CMC空間での掲示板文化、とりわけ、露出過多ともい

えるホームページ文化、そしてとりわけその中での日記公開という文化、そして、より親

密なモードでの自己諮りであるメール交換に適用することで、メディア行為者の動機理解

を推し進めることが可能であるj と述べている(加藤、 2001: 142)。加藤がし1うように、

川浦康歪や山下清美が研究しているウェブ日記(川浦、 1999)や、インターネット上の自

助グループ(内藤、 2000)、オンライン・カウンセリング(武藤他、 2002、安)11他、 2002)

などのコミュニケーション活動の中には自らの体験を語り、自己を物語る記述が随所に見

受けられる。

その特徴は、例えばインターネットよの自助グループ。について言えば、工場所や時間を

関わずに参加できる、 2.非同期的なコミュニケーションが可能(都合がいいときに慎葉に

書ける)、 3.他の参加者と直接顔を合わせなくても良い、 4.ステレオタイプ。の影響が小さい

(他者を判断する材料が少ないため)、 5.匿名で参加できる、などである(内藤、 2000

74・76)。他に基本的に文字によるコミュニケーションであることの利点と問題点もあり、

電子メールによるカウンセリングの中心課題である(武藤他、 2002: 48)。

一般的に自分史、自己物語、相談行為の事例はさまざまな背景、内容のものであるが、

インターネットの内外を問わず、自分史や、自己を物語る語りの中心にあるのは、体験談

の表出である。体験談の表出は、このようなコミュニケーション行為の中核にある行動だ

といえるだろう (1)。体験談を語ることが広く社会全般で行われている現象であるとすれば、

同じことがインターネットで行われでも不思議はない。筆者の行った内容分析的な調査で

もそのような事例を見いだすことができた(田村、 1996: 2000)。また安JI!らは掲示板で

の自助グルーフ。的活動を会話分析的に検討した。一般的にセラピーにおける相談一助言に

は、安心して相談できる関係(ラポール)が必要で、あるが、掲示板のような匿名性の高い
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場では、継続的な関係は想定しにくい。それにもかかわらず相談一助言が発生するのは、

会話のタγナミクスの中で「相手の“経験"に対する“敬意"が実現しうるJからで「オ

ンライン・セラピーの相談活動が示す関係、とは、そうした“経験への敬意"のやりとりと

して現れる“関係"Jなのである(安川他、 2002: 57)。

インターネット上の体験談表出の内容には、前述したようなメディア特性による性格も

存在するだろうが、参加する人々の様々な志向性が関連しているであろう。インターネッ

トを通して体験談表出をする人としない人の開には、どのような違いがあるのであろうか。

インターネット上で体験談表出をする人々はどのような特徴があるのか?どのような人々

がどの程度体験談表出に興味を示し、インターネット上で体験談表出を行うことを促す要

素が何であるのかということについて、本論文は課題としたい。これまでも前述の加藤や

安川などによって内容分析的な説明がなされてきたが、本論文では実証的な調査を通して、

メディア・リテラシーやインターネット観が、インターネット上で体験談表出を行うユー

ザーと行わないユーザーとの問でどう違うかを検証し、その特徴を理解する助けとしたい。

しかし、実証的な研究といっても、先行研究が乏しい現状では、仮説を検証するというよ

うな方法はとれず、探索的な方法で収拾されたデータの中から、その特徴を発見していき

たいと考えている。

2 調査概要と分析の枠組み

2. 1 調査概要

調査は、筑波大学仲間誠助教授を中心とする共同研究で、行った。方法は(株)インター

マーコム社のモニター，パネノレを対象にメーノレを配信し、同社のウェブサイト上の質問用

紙に返答してもらうオンライン調査である。対象は、インターネット・ユーザーの中心である

25歳から 44歳にしぼって行ったo インターネット・ユーザーのみが調査の対象となるので、

標本の代表性には欠点があるが、インターネット・ユーザーの意識調査というテーマには

有効性があると考えたD 少しでも妥当性を持たせるために、橋元良明らが無作為抽出で行

ったインターネット利用に関する調査の報告書(橋元他、 2002)が示しているインターネ

ット・ユーザー人口分布に沿うような対象を選ぶ、割り当て法で、行った。調査の結果 569

件の有効回答を得た。調査期間は平成 14年 7月 26日(金) ~28 日(日)である。質問紙
と単純集計については田村(田村、 2002)を参照されたいが、論文で使用する質問については、

3.1での分析の際に記載した。

2. 2 諮査の設計とテーマ

研究の中心テーマで、ある体験談表出について開くために下記のような 4つの質問をした。

各項目は 1・0の回答形式である。

間. インターネット上で、次のような経験はありますか。あてはまるものをい

くつでもお選びください。

1. 世間話のような形で、自分の体験などを書き込んだ

2. 他人が書き込んだ体験を読んで、興味を持った

3. 好きなものや、感動した事柄について書き込んだ、

4. 他人が書いた、好きなものや、感動した事柄についての書き込みを読んだ

また、体験談との関係を探るために、様々な問題関心を盛り込んだ質問項目を用意した。
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①コンピューター・リテラシーとメディア観、②インターネット観、③インターネット以

外の価値観である。②については、期待と不安、メディアとコミュニケーションの特徴に

分けて、③については、一般的な価値観と、社会観・文明観に分けて聞いた。質問の趣旨

は下記のようである。

① コンピュ」タ}・リテラシーとメディア観

そのメディアに馴染んでいなければ、それを使って自分の体験を語り読むということ

は、難しいであろう。パソコン、インターネットにどれくらい習熟しているかというリ

テラシー、また利用時間やメールの通数などの利用度合いが、インターネット上の体験

談表出と関係がある可能性がある。また、インターネット以外のメディアとの関係の中

で、彼らがどのようなバランスの中でインターネットを利用し、判断の基準にしている

のかを知り、そのことと体験談表出との関係を考える。

② インターネット観

そのメディアで何が行われるかは、ある部分ユーザーによって自己言及的に決められ

るという側面がある(安川他、 1999: 77)。またインターネット利用行動は、インター

ネットがどのようなものだとして語られているかという一般的言説や、日常生活におけ

るインターネットの意味づけに影響を受ける側面がある(土橋、 1999: 122)。既にイン

ターネット空間の中に形成されている「共同体j の規範、用語や作法を習得して、自ら

の振る舞いを決定していくということもあるだろう。このようにして複合的に形成され

る、ユーザーのインターネット観が体験談表出と関係があると考える。

川浦ら()11浦他、 1999)は、ウェブ日記作者に対して調査を行い、その因子分析の結果

について、次のように述べている(2)。

第 1因子は「自己に向かう効用Jで、日記を書くことによって自分自身の理解が促進

し、緊張や不満感情の解放につながる側面を表している。第 2因子は，r関係に向かう

効用Jで、他者との相互作用を通じて自分だけでなく他者についても理解が深まると

いう側面である()11浦他、 1999:139)J 
この「自己に向かう効用j、「関係に向かう効用j などがあり得る場だというようにイン

ターネット空間という場を考える、そういうインターネット観が体験談表出にも関係する

だろう。

③ インターネット以外の価値観

かつて、インターネット空間と物理的世界との分離が強調される研究上の時期があった

が(Turk旬、 1995=1998:238)、インターネット空間以外で形成されている価値観や文明観

が、インターネット内での行動やインターネットに対する考えをどのように規定している

か理解する必要がある。体験談表出のような共同性を持つ行為は、ボランティアやまちづ

くりなど物理的な生活におけるメゾレベルの共同性と関係がある可能性があるだろう。ま

た環境問題や福祉に対する考え、人生にとって何が重要かという人生観とも関係するだろ

う。これらに関する過去の調査から質問項目を作成した。

2.3 分析のためのサンプル区分と分析方法

体験談を聞く 4つの質問の信頼性分析をすると、 α=0.704であり、高いとは言えないが

一定の信頼性があったので足しあわせで得点化し、体験談表出の尺度とした(表 1)。これ

を用いてサンプルを体験談表出の経験があるかどうかで 2分類し、さらに体験談表出の頻

度によって 5分類した。体験談得点があるもの全体を体験談経験者とし、体験談得点に従

って、体験談経験者 1から 4までに分けた(表 2)。

つまり、体験談表出を行う程度が、他のどのような意識と関連しているのかを見ること

で、体験談表出を行う人々の特等をつかもうとするものである。「調査の設計Jにおいて書
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いた観点ごとに変数を因子分析し、因子得点を算出する。その上で上記の体験談得点の各

頻度を独立変数、因子得点を従属変数とした分散分析をする。

表 1 体験談表出の尺度 表 2 サンプノレ区分

体験談得点 度数 比率

体験談無経験者 131 23% 
度数 ハ。ーセント 体験談経験者1 121 21% 。 131 23.0 体験談経験者2 121 21% 

121 21.3 
2 121 21.3 
3 81 14.2 
4 115 20.2 

体験談経験者3 81 14% 
体験談経験者4 115 20% 
ぷ口〉、ョ口ι1 569 100% 

合計 569 100 

3 区分に対する分析結果

3. 1 コンピューター・リテラシ一、メディア観に関して

コンピューター・リテラシーに関しては、以下のようであり、相対的に高いリテラシーを

持っている。

問.パソコンの利用についてお聞きします。あてはまるものをいくつでもお選びくださ

「文章を作ることができるJ 34.7%、「グラフを作ることができるJ20.0%、「トラ

ブ、ルに対応で、きるJ27.0%、「ホームページを作れるJ15.4% 

自宅での 1週間単位のインターネット利用時間及びメーノレの通数・やりとりする人数に

ついては、次のようである。

間.あなたは、{自宅}でインターネットを 1週間に合計してどのくらいの時間利用し

ていますか。パソコンでの利用に限って答えてください。接続している時間ではなく、

実際にWEBサイト(iモードなど)を見たり、 Eメーノレを読み書きしたり、チャット

などをしている合計時間をお答えください。

利用時間 :2時間未満 3.9%、2嗣 5時間 5.6%、5-1015.3%、10・2032.5%、20時間以上
42.7% 

メール通数:9通以下 49.0%、10・19通 19.9%、20・29通 11.6%、30・49通 4.6%、50・99

通 5.4%、 100通以上 9.5%

問.あなたには、メーノレで、よくやりとりをする相手が何人くらいいますか。メーリングリストなど

一度に大勢に出す場合は除いてくださし 1

良くやりとりする相手 :1人 7.0%、2人 4.0%、3人 46.9%、4人 25.3%、5人 14.9%、
6人1.8%

メディア利用については、情報を得る手段及び、娯楽を得る手段としての各メディアの

重要性について聞いた口一般的に情報を得る手段として「非常に重要Jrまあ重要Jの回答
を合計すると下記のようである。

問.一般的に、あなたが情報を得るための手段(情報源)として、次のものはどのくらい重要

ですか。それぞれについて、最もよくあてはまるものを1つずつお選びください。
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テレビ 92.8%、本 52.9%、ラジオ 36.7%、インターネット 93.0%、新聞 82.8%、家族

や友人との会話62.6%
コンピュ…ター・リテラシ一、メディア観に関する変数の因子分析(パリマックス回転、

以下同様)を行い、 8つの因子を得た。寄与率の合計は、約 460/0である。

体験談頻度を独立変数、因子得点を従属変数とした分散分析を行い、体験談頻度ごとの

平均因子得点を算出した。分散分析の結果、有意差がある因子を列挙すると下記である(表

3) 0 (因子名の後に、有意確率と棺関比をあげ、構成する成分負荷の高い変数名をあげて

いる。以下同様。)

・第1因子「コンビューター・リテラシーJ(p<O.Ol、η2ニ0.047): i文章を作るこ

とができるム「グラフを作ることができるj、「トラブルに対応で、きる」、「ホーム

ページを作れるJ

・第6因子 f情報源・娯楽源としての家族や友人との会話JCp<O.Ol、 η2=0.019) : 
「情報源としての家族や友人との会話J• i娯楽源としての家族や友人との会話J

・第7因子「情報源・娯楽源としてのインターネットJCp<O.Ol、 η2=0.051) : i情

報源としてのインターネット」、「娯楽源としてのインターネットJ

・第8因子「メーノレJ(p<O.Ol、 η2ニ0.050): i通数Jiやりとりする人数J

表 3コンピュ…ター・リテラシーとメディア観 区分ごとの平均因子得点

第1顕子 第6因子 第7因子 第8因子

コンピュータ一家族や友人と

ジテラシー の会話 インターネット メーノレ

体験談無経験者 -0.317 '0.164 -0.244 -0.222 

体験談得点1 0.027 '0.071 -0.123 0.019 

体験談得点2 0.014 0.068 0.071 -0.052 

体験談得点3 0.085 0.109 0.272 0.123 

体験談得点4 0.257 0.114 0.142 0.202 

最大値 0.257 0.114 0.272 0.202 

最/J、値 '0.317 -0.164 -0.244 -0.222 

最大と最小の差 0.574 0.278 0.516 0.425 

相関比

イータ 0.218 。電136 0.226 0.223 

イータの 2乗 0.047 0.019 0.051 0.050 

相関比がもっとも高かったのは、第 7因子「情報源・娯楽源としてのインターネット j

であり、各メディアの中で体験談経験者にとってインターネットが重要なものであること

を示している。

平均因子得点に関しては以下のようで、あった。第 1因子「コンピューター・リテラシーJ

に関して、体験談経験者 4で、平均因子得点が高かった。第 6因子「情報源・娯楽源として

の家族や友人との会話」及び第 7因子「情報源・娯楽源としてのインターネット」、第 8[29

子「メーノレJについて体験談経験者 3、4の平均因子得点が高いQ すべての因子について、

体験談無経験者の平均因子得点はマイナスであり、体験談経験者 3、4と対照的だった。

相関比と平均因子得点の双方から、インターネットがユーザーにとって情報源・娯楽棟、
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として重要で、あるかという認識が関係する事がわかった。また「コンピューター・リテラ

シーJや「メーノレの利用度Jに差があったことは、メディアに対する習熟と傾斜を意味す

る。

3. 2 インターネット観(1)期待と不安
インターネットの有効性とインターネットが与える影響の不安についての質問を行った。

回答の上位には、次のような実利的な情報があがっている。

間.[現在の時点}で、次の事柄についての情報を得たり、意見を交換するのにインターネ

ットは有効な手段だと思いますか。インターネットが有効な手段だと思うものをいくつでもお

選びください。

「趣味・教養J70.1%、「買い物情報J64.1%、「マスコミでは得られない情報J46.9% 

しかし、社会性、共同性、精神的交流などに関する項目も、あがっている。

「新しい知人との出会しリ 31.6%、「まちづくりなど地域に関する情報J21.8% i心

のケアJ18.5%、

インターネットに関する不安についての質問の上位には、下記があがっている。

間.インターネット技術がより進歩した時に、次にあげるような事柄に対して不安を感じるこ

とがありますか。あてはまるものをしてつでもお選びください。

「証明書などが他人の手に渡り、自分の生活が侵害されるJ45.2%、「他人に知られた

くないやり取りが知られてしまう J41.8%、「直接に人と接する機会がなくなり、コミ

ュニケーション不全になるJ41.1% 

第1にプライパ、ンー問題、第 2に対面と比較してのインターネット・コミュニケーショ

ンの欠点が表明されている D

これらについて因子分析を行い、 7因子を得たD 寄与率の合計は、約 33%である。体験

談頻度を独立変数、因子得点を従属変数とした分散分析を行い 体験談頻度ごとの平均因

子得点を算出した。分散分析の結果、全ての因子に有意差があり、列挙すると下記である

(表 4)。

・第1因子:r対面主義J(p<0.05、η2=0.019): r直接に人と接する機会がなくなり、

コミュニケーション不全になるj、「他人への責任や関与が薄れてしまう j

・第2因子「社会情勢(インターネット情報)J (p<0.05、η2=0.017): i日本と他国

の関係J、「国際情勢j、「国内政治J

・第3因子「ボランティア(インターネット情報)J (p<O.Ol、η2=0.058): iボラン

ティアj、「まちづくり J

・第4因子「セキュリティ不安J(pく0.05、η2=0.023): r他人に知られたくないや

り取りが知られてしまうJ

@ 第5因子「趣味教養J(p<O.Ol、η2=0.044): r買い物情報Jr趣味教養J

・第6因子「心のケア(インターネット情報)J (p<O.Ol、η2=0.058): r心のケアJ
「子育てJ

・第7因子「出会しリ (p<O.Ol、η2ニ0.054): i新しい知人との出会いJ
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表 4インターネット観(1)期待と不安 区分ごとの平均因子得点

第1因子第2因子第3因子第4因子第5因子第6因子第7因子

ボランティセキュリテ

対面主義社会情勢ア ィ不安 趣味教養心のケア出会い

体験談無経験者 '0.200 '0.080 '0.190 '0.122 '0.253 '0.191 '0.235 

体験談経験者1 0.023 嶋0.037 '0.096 '0.093 '0.036 '0.095 '0.041 

体験談経験者2 0.007 -0.116 '0.034 0.052 0.105 '0.065 0.025 

体験談経験者3 0.062 0.106 0.366 -0.015 0.071 0.219 0.150 

体験談経験者4 0.153 0.177 0.096 0.193 0.165 0.232 0.179 

最大値 0.153 0.177 0.366 0.193 0.165 0.232 0.179 

最小値 -0.200 -0.116 '0.190 '0.122 '0.253 '0.191 '0.235 

最大と最小の差 0.354 0.293 0.556 0.315 0.418 0.423 0.414 

相関比

イータ 0.139 0.130 0.241 0.150 0.210 0.240 0.232 

イータの 2乗 0.019 0.017 0.058 0.023 0.044 0.058 0.054 

相関比が最も高かったのは、第 3因子 fボランティア(インターネット情報)J と第 6因

子「心のケア(インターネット情報)Jである。インターネットというメディアが、このよ

うな共向性や精神性について有用な場である、としづ認識を体験談経験者は持っているこ

とを意味する。

平均因子得点に関しては以下のようで、あった。第 1因子「対面主義Jについて体験談経

験者4の得点が高かった。第 2因子「社会情勢(インターネット情報)Jも体験談経験者3、

4の得点が高かった。第 3因子「ボランティア(インターネット情報)J は体験談経験者 3
の得点が高かった。すべての因子について体験談無経験者の平均因子得点はマイナスであ

り、体験談経験者 1も殆どマイナスであり、体験談経験者 3、4と対照的である。

相関比と平均因子得点の双方からボランティアへの関心としづ社会意識と、それについ

ての情報交換がインターネットで可能であるという、インターネット空間へのその意味で

の信頼が体験談交換と関連があることがわかった。 第 1因子「対面主義」の平均因子得点

が高かったことは、インターネットを通じて体験談交換を行っているとしづ事実と一見矛

盾し意外である。体験談表出をする人には、他者との豊かなコミュニケーションを望む志

向性や、他人への責任の感覚があることを示すものだろう。同時に、第4因子「セキュリ

ティ不安Jと同様に、精神的な交流のためにインターネットを使用するとその限界に敏感

になるということだと解釈できる。

3. 3 インターネット観(2)メディアとコミュニケーションの特徴

インターネット上のコミュニケーションの特徴と、精神的的影響についての質問を行い、

下記のような結果を得た。インターネット上のコミュニケーションの特徴については、上

位を頻度11頃に並べると次のようである。

問.インターネットを使つてのコミュニケーションについて、あなたのお考えをお尋ねします。

次の中から、あなたの考え方に近いものを、いくつでもお選びください。

「会わなし、から、言いやすいこともあるJ59.9%、[誤解が生じやすいJ54.8%、「イ

ンターネットでは相手が誰かわからない時があり不安だJ41.5%、「インターネットの

中の人間関係は、対面左男iJ物だJ41.1% 

インターネット上の掲示板、メール、日記などの精神的的影響についての質問し、上位

回答を頻度11頂に並べると下記のようである。

問.インターネットの掲示板、メール、日記などについて、あなたのお考えをお尋ねします。
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次の中から、あなたの考え方に近いものを、いくつで、もお選び、ください。

[個人と個人が互いに率直に意見交換できるJ33.6%、「自分に共感してくれる他

者と出会い親しくなれるJ33.2%、「書くことによって自分の本当の気持ちが分か

るJ 31.3% 
これらの変数を因子分析し、 5つの因子を得た。寄与率の合計は、約 32%である。体験

談頻度を独立変数、因子得点を従属変数とした分散分析を行い、体験談頻度ごとの平均因

子得点を算出した。分散分析の結果すべての因子において有意差があった(表 5)。・第 1因子「他者との出会しリ (p<O.Ol、 η2=D.198) : r自分に共感してくれる他者と

出会い親しくなれるし 「心の交流や精神的な価値についてのコミュニケーション

が可能だJ・第 2因子「インターネ ット短所J (p<O.Ol、 η2こ 0.026) : r誤解が生じやすしリ、

「インターネットでは相手が誰かわからない時があり不安だj・第 3因子「書くことの効用J (p<O.Ol、 η2= 0.053) : r書くことによって自分の

本当の気持ちが分かるJ i現実社会での役割を忘れて本当の自分を見いだせるJ・第4因子「思考が深まる (p<O.Ol、 η2=0.133) : r文章を書くことによって考え

が深まると思う j・第 5因子「匿顔長所J (p<O.Ol、 η2= 0.030) : r対面の人間関係はおっくうだと

思うことがあるのでインターネットは気楽だ」

相関比において第1因子「他者との出会しリが高く、「自分に共感してくれる他者と出会

い親しくなれる」ことや「心の交流や精神的な価値についてのコミュニケーションが可能

だJとしづ考えと体験談に深い関係があることを意味している。

平均因子得点に関しては以下のようで、あった。第 1因子「他者との出会しリ、第2因子「イ

ンターネット短所j、第 3因子「書くことの効用J、第4因子「思考が深まるj で体験談経

験者 3、4の平均因子得点が高く、第 1因子において体験談無経験者と体験談経験者 4の

差が大変大きいD 第5因子で体験談経験者 3の平均因子得点が高い。すべての因子につい

て体験談無経験者の得点はマイナスである。

表 5インターネット観(2)メディアとコミュニケーショ ンの特徴 区分ごとの平均因子得点

第l因 子 第2因子第3因子第4因子第5因子

他者とのインターネ書くことの思考が深

出会い ット短所 効用 まる 匿顔長所

体験談無経験者 '0.413 -0.184 '0.156 -0.317 '0.196 

体験談経験者1 -0.281 -0.086 -0.183 -0.079 -0.027 

体験談経験者2 O.∞4 0.069 0.031 -0.103 0.066 

体験談経験者3 0.326 0.153 0.128 0.238 0.185 

体験談経験者4 0.532 0.120 0.247 0.385 0.053 

最大値 0.532 0.153 0.247 0.385 0.185 

最小値 '0.413 '0.184 ー0.183 '0.317 -0.196 

最大と最小の差 0.945 0.338 0.430 0.702 0.381 

相関比

イータ 0.445 0.160 0.230 0.365 0.173 
イータの 2乗 0.198 0.026 0.053 0.133 0.030 
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これらの悶子が示すところは、インターネットをどのようなコミュニケーションの場と

してユーザーが定義しているかという、インターネット空間の定義であり、その定義が体

験談表出と関係している。特に、相関比と平均因子得点の双方から、 f自分に共感してくれ

る他者と出会い親しくなれるj、「心の交流や精神的な価値についてのコミュニケーション

が可能だJなどインターネット・コミュニケーションに対する信頼感が重要である事がわ

かる。同時に、「誤解が生じやすしリなどの短所の認識と関連していることも注意すべきで

ある。

3‘4 相談行為との関連

相談行為についてインターネット上の経験を質問した。またインターネットに限らず人

生を深く語り合える相手が誰か質問した。

間.あなたは、ご自分の生き方や深刻な問題で、自分以外の人にアドバイスを求めたこと

がありますか。

間.アドバイスを求めたのは主に誰で、すか? あてはまるものをしてつでもお選びください0

40.9%がインターネットを使って生き方や深刻な問題についてアドバイスを求めたこと

があり、アドバイスを求めた相手は親しい友人 74.6%、家族 57.3%、インターネット上で

の知人 18.1%であった。同様にアド、パイスを与えることについても質問した。

間.あなたは、生き方や深刻な問題で、自分以外の人にアドバイスを与えたことがありますか。

問.アドバイスを与えたのは主に誰ですか? あてはまるものをしてつでもお選びください。

同様に 52.4%がインターネットを使ってアドバイスを与えたことがあり、与えた相手は、

殺しい友人 87.2%、家族 35.4%、インターネット上での知人 22.6%である。さらに一般的

に人生を語り合える相手について質問した。

間.あなたにとって、人生の問題を深く語り合える相手は誰ですか。いくつでもお選び、ください。

一般的に人生を語り合える相手は、上位に「面識のある友人J44.1%、「配偶者J39.2%、

親32.5%があがり、「ネット上の友人Jは、 9.1%である。

相談相手に関する変数の因子分析をすると、 6因子が抽出される。寄与率の合計は、約

45%である。体験談頻度を独立変数、因子得点、を従属変数とした分散分析を行い、体験談

頻度ごとの平均因子得点を算出した。分散分析の結果。有意差がある因子を列挙すると下

記である(表 6)。・第 l因子「家族・親しい友人J (p<O.Ol、 η2=0.054) :相談相手としての「家族J

「友人J
e 第 2因子「ネット上の友人J (p<O.Ol、 77 2=0.132) :相談相手・語り合える相手

としての「ネット上の友人J・第 3因子 (p<0.05、 η2=0.019) r面識のある友人J :相談相手、語り合える相手

としての「面識のある友人J
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表 6相談行為との関連 区分ごとの平均因子得点

第1因子 第2因子 第3因子

家族・親しい友人 ネット上の友人 面識がある友人

体験談無経験者 '0.149 '0.245 -0.147 

体験談経験者1 '0.210 '0.251 '0.048 

体験談経験者2 '0.056 '0.106 '0.032 

体験談経験者3 0.291 0.129 0.113 

体験談経験者4 0.245 0.564 0.172 

最大値 0.291 0.564 0.172 

最小値 -0.210 '0.251 。147

最大と最小の差 0.502 0.814 0.319 

相関比

イータ 0.233 0.363 0.139 

イータの 2乗 0.054 0.132 0.019 

相関比において最も高かったのは、第 2因子「ネット上の友人Jである。体験談経験者

は、単に一般的に体験談表出に関心があるというのではなく、インターネット上の知人を

相談相手に選ぶ傾向がある。 3.3で見いだした「他者との出会しリ「書くことの効用Jr匿顔

長所Jなどの因子との関係を考えると、メディア特性との関係が深いだろう。対面の現実

と切断された世界ではないが、インターネット上の体験談表出は、場所と時間を超えて未

知の人と語り合えるという、インターネットであるからこそ成立し得る体験談表出の形だ

と言う側面を持つO

平均因子得点は下記のようであった。体験談経験者 3、4において第 1因子「家族・親し

い友人Jと、第 2因子「ネット上の友人j、第3因子「面識のある友人Jの平均因子得点が

高いD 第2因子「ネット上の友人Jでは、体験談無経験者と体験談経験者 4との差が大き

。
、、

BUM-

相関比と平均因子得点の双方から考えて、インターネット上で体験談表出をするひとは、

対面の相手とも相談行為や人生についての語り合いを行っているが、インターネット上の

知人を相談、語dり合いの相手として選ぶことと、インターネット上の体験談交換は、深い

関係がある。しかし同時に、対面の関係とつながりを持ち続けていることは留意すべきだ

ろう。

3. 5 一般的な価値観

一般的な価値観や他者との共生、環境に関して「賛同できる考えJi人生にとって重要な
ものJの2回に分けて質問した。

問.あなたは次のような考え方についてどう思いますか。あなたが「そう思うJとか「その通り

だJと考えるものがあればしてつでもお選びください。

問.次の中であなた自身の生き方にとって大切なもの(あなたが自分の人生の中で大切に

したいと思っているもの)は何ですか。あてはまるものをしてつでもお選びください。

「賛同できる考えJに関しては、次のようなものが上位を占め道徳観、環境意識、他者
との共生について多く賛同されている。

「自分と考えが違うからといって、その人が幸せになろうとするのを妨げるのは

よくなしリ 71.5%、「人間としてやっていけないことは、どんな理由があろうとも、

やるべきではないJ70.3%、「困っている人を見たら頼まれなくても助けてあげる
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べきだJ64.5%、「男の人も、女の人と同じように、家事や育児をするのは当然だj

63.8%、fもし外国人が近所に住むことになったら、日本人と同じように親しく交

際してみたいJ63.3%、fこれからはゴミの処理や地域の美化など、自分たちでで

きることは自分たちでしなければならなしリ 62.2%

「人生にとって重要なものJについては、下記の項目が上位を占めた。家族や殺しい友

人たちとの心の交流が最も高い割合を占め、経済生活や、自分らしさの追求がそれに続い

ている。

「家族や親しい友人たちとの心の交流J72.9%、「経済面での安定J70.3%、f趣味

や余暇活動を通じての自分らしさの追及J66.1%、

これらの変数を因子分析し 10の因子を得た。寄与率の合計は、約 40%である。体験談頻

度を独立変数、因子得点を従属変数とした分散分析を行い、体験談頻度ごとの平均因子得

点を算出した。因子得点の平均において有意差がある因子を列挙すると下記である(表7)。・第 1因子「ボランティアJJ (p<O.Ol、η2=0.053) : iボランティア活動などに

よって人の助けとなることJ r政治や社会の問題に関心をもつことJ r環境にやさ

しい生活をすること j・第3因子「共生J (p<O.旬、 η2=0.017) : r図っている人を見たら頼まれなくて

も助けてあげるべきだJrもし外国人が近所に住むことになったら、日本人と同じ

ように親しく交際してみたいj

@ 第5因子 f安定生活J (p<0.05、η2=0.018) : i経済面での安定J r災害や犯罪

のない安心して住める生活J

@ 第8因子「自己の追求J (p<0.05、η2ニ0.019) : r自分に納得の行くような仕事

や勉強の成果を得ることJ、 「趣味や余暇活動を通じての自分らしさの追及J

表 7一般的な価値観 区分ごとの平均因子得点

第1因子第3因子第5因子第8因子

ボランティ 自己の追

ア 共生 安定生活求

体験談無経験者 -0.239 ー0.157 -0.139 -0.152 

体験談経験者1 -0.089 -0.021 -0.028 -0.034 

体験談経験者2 ー0.072 0.034 0.041 0.045 

体験談経験者3 0.252 0.133 -0.012 0.047 

体験談経験者4 0.264 0.071 0.153 0.129 

最大値 0.264 0.133 0.153 0.129 

最小値 -0.239 -0.157 '0.139 '0.152 

最大と最小の差 0.503 0.290 0.292 0.281 

相関比

イータ 0.230 0.131 0.135 0.140 

イータの 2乗 0.053 0.017 0.018 0.019 

相関比において第 1因子「ボランティアjが最も高く、 3.2における「インターネットが

有効な手段となる情報Jに関する回答の分析と一致している Q

第1因子「ボランティアJにおいて体験談経験者 3、4の平均因子得点が高く、体験談無

経験者と体験談経験者 4との差が大きい。第3因子「共生j において体験談経験者 3の平

均因子得点が高い。第 5因子「安定生活J、第8因子「自己の追求Jのおいて体験談経験者

4の平均因子得点が高い。

体験談経験者には対面の生活での価値観において、他者への関心や棺互扶助への関心が

27 



ある。これらの価値観は、 3.1で見いだされた第2因子 f社会情勢(インターネット情報)J、

第3因子「ボランティア(インターネット情報)Jと符合している。対面の生活での価値観

がインターネットへの期待にも反映されており、それが体験談交換に結びついていると

えよう。

3. 6 社会観・文明観

社会観・文明観について質問し、「共感できるJrある程度共感できるJの回答を合計する

と下記の回答が上位を占めた。

間.次にあげた意見にあなたはどの程度共感できますか。それぞれについて、あてはまる

ものを1つずつお選びください口

「世の中には科学で説明できないことも数多くあるJ90.7%、「今の日本には自

中心的な人間が多すぎる 90.0%J、「人間は豊かになりすぎると堕落しがちなもの

だ 84.4%J、「節約としづ美徳を日本人はもう一度思い起こすべきだ 84.0%J、「現

代生活の中で人間はあまりにも自然からはなれ過ぎてしまっている 82.6%J

この質問の回答を因子分析して 6因子を抽出し平均悶子得点を計算したが、有意な差は

出なかった。

4 結び

分析の結果をまとめると。次の諸点を見いだしたことになる。

1. 共生志向:rボランティアj、「社会情勢Jr共生jなど共向性や社会性を意味する因子

と、体験談交換は関係があり、体験談経験者の基本的な関心事である。

2. 対面生活との接点:しかも、この関心事が一般的な価値観に対する回答と、インター

ネットに対する期待との間で符合している。また相談相手に、「家族・親しい友人J
や「面識のある友人Jがあがっている。

3. 両面性の認識:精神的な交流のためにインターネットを使用することとその限界に敏

感になる事には関係がある。

4. インタ…ネットへの傾斜:体験談経験者は対面の相手とも相談行為や人生についての

語り合いを行っているが、インターネット上の知人を相談、語り合いの相手として選

ぶ傾向性がある。またコンピューター・リテラシーが高いし、インターネットがユー

ザ…にとって情報源@娯楽源として重要であるかとしづ認識を持っている。

5. 他者との出会い:r他者との出会しリ因子の相関比が高く、「自分に共感してくれる他

者と出会い親しくなれるjことや「心の交流や精神的な価値についてのコミュニケ…

ションが可能だJとしづ考えと体験談に深い関係があることを意味している。インタ

ーネットを通して、他者と出会うことができるという、信頼感や精神的な交流が可能
であるという考えがある。

体験談経験者は、共生志向があり、他者に向かう姿勢、共同性や社会性が一般的な価値

観として持っている人々であるからこそ、インターネットーとの体験談交換に向かうのであ

ろう。したがってそこには、一般的価値観とインターネットへの期待が一致するような、

対面世界とインターネット・コミニュケーションの接点が存在している。両面性の認識は、

対面生活が背景にあるからこそ感じるものであろう。

このように対面の生活によって基礎づけられている体験談経験者だが、一方でインター

ネット上の知人を相談、語り合いの相手として選ぶことや、情報源・娯楽源として重要で、
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あるといったインターネットへの傾斜が存在している。

そうであるからこそ、インターネット上で他者と出会うことを求めるような傾向性を持

つので、あろう。安川ら(安川他、 2002: 57)は、オンライン・セラピーが可能なのは、会

話のダイナミクスの中で f相手の"経験"に対する"敬意"が実現しうる」からで fオンライン・

セラピーの相談活動が示す関係とは、そうした"経験への敬意"のやりとりとして現れる"関

係勺であると言ったが、その基層には、これまで述べた体験談経験者の特徴がある。この

ようなことが可能な場であるとインターネットを定義しているからこそ、彼らはインター

ネット上での体験談交換を選ぶ。

人々がインターネットを選んで、体験談交換する背景には、上記のような価値観、インタ

ーネットへの傾斜、インターネット観があり、それらの交錯する場所に体験談交換がある。

それは、インターネットが存在するだけでも、体験談への指向性が存在するだけでも成り

立たない複合物である。
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3.人生観際世界観とインターネット
一日本、ドイツ、内モンコルの学生調査にみる

「価値観とメディア観・ネット観の関連性JIこついてー

筑波大学大学院人文社会科学研究科現代文化・公共政策専攻助教授仲田誠

筑波大学大学院人文社会科学研究科現代文化・公共政策専攻博士課程 田村貴紀

筑波大学大学院人文社会科学研究科現代文化・公共政策専攻博士課程 白 鳥蘭

1.序論

本稿では、昨年および一作年、 ReGIS(本稿の執筆者たちが所属する研究・調査グルー

プ:代表・仲田誠)が実施した日本、 ドイツ、中国・内モンゴ、ル(内モンゴル調査は本論

文の執筆者の一人である白鳥麟が現地におもむいて実摘したが、調査案はReGISの過去の

調査案を下敷にした。また、調査実施にあたって ReGISが協力した)3カ国・地域の学生

調査の結果を比較文化論的な観点から分析したい これらの調査は サンフ。ノレが偏ってお

り、厳密なサンプリングに基づいて行なわれた調査ではないので、調査結果の拡大解釈は

避けるべきだが、しかし、従来ほとんど実施されてこなかった内モンゴ、ルのデータも含ま

れており、パイロット・スタディ的な研究としては重要な意味をもっと思われる。また、

以下の記述の中で紹介するが、「現代文明批判二合理主義批判J的な意識の存在がどの国・

地域でも確認されており、その意味でも、 3カ国・地域の調査結果の比較は興味深い。以

下、主要なデータを比較しながら、「現代文明批判ニ合理主義批判j的な意識・価値観を含

め、それぞれの国や地域の人々(正確にいうと学生、ただし、日本では、今回紹介する学

生調査の場合と類似する結果が、社会人を対象にした複数の調査でも得られている(注 1))

の価値観・世界観・人生観の実態、および、そうした価値観とメディア意識や社会問題へ

の関心との関連性について、調査データに基づきながら検討したい。この 3つの調査を以

下では、 2003S (日本の学生調査)、 2003T (ドイツ学生調査)、 2004M(内モンゴ、ノレ学

生調査)と略記する。この 3つの調査の詳しい概要については、注の部分で記述した(注

2)。

2. 日本・ドイツ・内モンゴノレ・データの比較

2-1.メディア観とメディア利用

表 2-1は、いわゆるコンピュータ・リテラシ…、インターネット・リテラシーに関する

表である。

表2-1 パソコン・インターネット・リテラシー

2003S 2003T 2004M 

パソコンを使って、文章を作成できる 97.3% 96.8 46.3 

パソコンを使って、グラフ作成や表計算ができる 59.7 83.5 31.3 

パソコンのトラブルに自力である程度対処できる 30.5 55.0 

自分でホームページを作れる 36.3 46.6 20‘3 

自分でメモリを追加できる 20.6 50.6 -

情報をインターネットで探せる 88.9 95.6 84.7 

簡単なプログラムを自分でつくれる 17.0 38.7 
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表2-2 一般的な情報源としての各メディアの重要性

一一一一一一一 2003 S 2003T 2004M 

テレビ 75.2% 57.5 92.0 

本 45.0 87‘9 92.4 

インターネット 62.8 92.7 91.7 

新聞 72.4 71.8 84.0 

映画 14.4 

雑誌 44.9 81.3 

ラジオ 42.6 82.0 

家族や友人との会話 73.4 84.5 94.6 

表の数字は、「非常に重要Jと「かなり重要j の合計値

上の表は「一一般的な情報源として重要視するメディアJ~こ関する表である。内モンゴ、ノレ

では、急速に進展する社会の近代化にともなってか、すべてのメディアの評価が高い。日

本とドイツの場合は、傾向に若干の差があるが、全体としてみれば、どちらの国でも、「多

メディアJ化が進んでいるといえよう。日本の事情に関しては、このような傾向(多メ

ィア化)は他の調査でも確認されている(注 3)。

表2-3 rインターネットj のイメ}ジ

町一司-一一-町一一一一-一一一一~ー-一一 2003 S 2003T 2004か1

情報格差 16.8% 50.2 63.7 

本音で話し合える場 3.3 6.0 22.0 

新しし、社会の促進 30.3 21.3 56.3 

あってもなくてもよいもの 5.8 2.0 7.3 

自分の居場所がみつかるところ 2.2 2.8 9.7 

好奇心を満たせるところ 42.0 60.2 35.7 

寅い物や情報検索に便利なところ 71.0 54.6 58.7 

暇つぶし 60.4 56.2 23.7 

日常と違う自分を演じられるところ 4.6 16.5 17.3 

i<インターネット>ということばを聞いて連想するものは何かj という質問への答え (MA)

表2-3は、「インターネットJということばから連想するものを答えさせた結果を示して

いる。

2-2.重要視する社会問題、社会のイメージ

次の表 2-4、表 2-5は、「重用視する社会問題Jは何か、としづ質問への答えをまとめた

ものである。また、表 2:-6は、「社会Jということばをきいて連想すあものを答えさせた結

果を示している。表 2-7は、「国内政治jへの関心度など主要な社会問題への関心度を示

ている口
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表2-4 重要視する社会問題

2003S 2003T 
政治倫理や公務員倫理 35.6% 20.9 

防衛・安全保障問題 52.0 

経済のたて夜し 67.3 

経済的安定 87.1 

競争原理の導入 8.2 35.7 

構造改革 21.2 

環境問題 57.1 66.7 

1 T (情報通信技術)の普及促進 14.8 20.1 

デ、ジタノレ・デパイド(情報格差)の解消 11.7 20.9 

犯罪の増加 51.5 ， 

深刻な犯罪 - 14.5 

少子化・高齢化社会の到来 58.4 

社会的モラルや倫理の再構築 37.8 32.9 

社会福祉の充実 44.9 41.8 

f次のリストは、現在わが国が取り組むべき様々な問題について並べたも

のです。このうち、あなたが特に重要だと考える問題はどれですか。いく

つでもお選びください。」という質問に対する答え。

表2-5 重要視する社会問題

2004M 
国全体の法律を整えて、法制化を目指すこと 87.7% 

経済発展の成長をさらに進めること 58.3 

マスコミ報道の自由化 56.3 

中国全体の環境問題に取り込むこと 87.7 

情報通信技術の普及促進 62.3 

犯罪の増加を防止すること 69.3 

社会的道徳や論理の大切さを見つめ直すこと 75.3 

社会福祉の充実 62.3 

政治家や公務員の倫理の問題 52.3 

地域による経済格差 74.3 

農村と都市の格差の問題 85.0 

f中国全体にとって重要な問題はなにかJという質問への答え。

表 2-6 r社会j のイメ)ジ

2003S 2003T 2004M 
自分を束縛するもの 18.6% 13.7 21.0 

自分には関係がないほど速いところ 5.5 2.4 

関わりたくないが関わらざるを得ないもの 38.3 3.6 72.3 

積極的に自分たちで作っていくもの 43.6 61.8 71.7 

政治家に任せておけばよいところ 3.8 4.0 20.0 
」ーー一一ー一司一一

i<社会>ということばを開いて連想するものは何かJという質問への答え (MA)
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表2-7 政治関心度など
20033 

国内の政治問題 60.8% 82.7 

地球環境問題 66.0 94.3 

町づくり・村おこし・地域活性化 38.1 

内モンゴ、ノレ自治区の草地の開発、耕地改革などの問題 " 91.3 

内モンゴ、ル自治区の教育問題 94.0 

(内モンゴ、ル自治区の)自然破壊による砂漠化問題 96.7 

内モンゴ、ル自治区の情報不足 95.7 

表の数字は、「非常に重要j と「かなり重要Jの合計値

2-3. 家庭のイメージ

表 2-8は、「家庭j ということばを聞いたときに連想するものを答えさせた結果を示して

いる。
表 2-8r家庭j のイメージ

一ーー一一一一一一 2003S 2003M 
やすらぎを得るところ 75.7% 

自分を束縛するところ 13.3 15.7 

衣食住をえるところ 54.6 42.7 

大切な人のいるところ 61.5 74.7 

大切なものを教わるところ 49.3 40.3 

何をおいても守りたいところ 33.4 62.3 

あってもなくてもよいところ 2‘9 

精神的に支えてくれるところ 72.3 

いつでも戻れるところ 77.7 

f<家庭>ということばを聞いて連想するものは何かj という

質問への答え (MA)

2-4. 人生観、人生にとって大切なもの

表2-8 人生にとって大切なもの

20033 2003T 
コンピュータやインターネットなどに関心を 15.5% 50.6 
もって世の中の動きにおくれないこと

経済面での安定 57.3 67.9 
災害や犯罪のない安心して住める生活 48.9 69.5 
家族や親しい友人たちとの心の交流 76.5 91.2 
社会的モラルや常識を大切にし、人間性をみがくこと 49.3 62.2 
自分に納得の行くような仕事や勉強の成果を得ること 57.5 83.9 
趣味や余暇活動を通じての自分らしさの追及 62.4 68.7 
政治や社会の問題に関心をもつこと 29.0 69.1 
環境にやさしい生活をすること 28.8 74.3 
J心のよりどころになるものを得:ること 48.7 61.8 
ボランティア活動などによって人の助けとなること 12.2 57.4 
お墓参りなどをして祖先を敬う気持ちを大切にすること 11.5 -
自分が生まれてきた意味を考えて理想的な生き方を 25.9 45.8 
追及すること

「あなた自身の生き方にとって大切なものは何かj という質問への答え。
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58.7 

64.7 
83.7 
49.0 
66.0 
85.3 
-

46.0 
78.0 
-

51.7 
13.0 
79.0 



表 2-8は、「あなた自身の生き方にとって大切なものは何かJという質問への答えをまと

めたものであるが、表の数字が示すように、日本では、 fコンピュータ・インターネットJ
を選択する割合が他の国・地域のケースとして比較しでかなり低い。この傾向(日本の場

合)は、 ReGISが実施した他の調査でも確認されている(この点については、注で紹介し

た文献を参照されたし¥)。

2-5. 世界観=現代文明批判・合理主義批判

表 2-9の数字が示すように、「現代文明批判」意識、「合理主義批判」意識は、どの調査

でもかなり、はっきり認められる。物質文明・機械文明がこれだけ発達した時代(内モン

ゴ、ルに関しては事情は若干、あるし、はかなりことなると思われるが)にあって、これほど

まで、現代文明に対する批判意識が強いのはたいへん興味深い現象である。また、これも

表の数字がはっきり示すように、「科学(万能)否定」意識などを肯定する人たちの割合も、

すべての国・地域で高い。これも、また、興味深い現象である。ただ、この「現代文明批

判」意識、「合理主義批判」意識がそのまま、宗教肯定意識につながるものでないらしいこ

とは(すくなくとも日本においては)、表 2-10が示している。宗教に関しては、表の数字

が示すとおり、「あってもなくてもよいものJなど、全体的に r(宗教に)距離をおく傾向」

が顕著である。

表 2-9 r現代文明批判・合理主義批判j への共感度

2003S 2003T 2004M 
現代生活の中で人間はあまりにも自然からはなれ

71.9% 83.1 61.3 
過ぎてしまっている

人間は豊かになりすぎると堕落しがちなものだ 82.3 68.7 54.7 

人間には何らかのかたちで運命というものがある 67.3 35.7 66.3 

世の中には科学で説明できないことも数多くある 82.7 60.6 86.3 

今の自本(先進国=ドイツ、人間=内モンゴソレ)に
71.9 89.9 82.3 

は自己中心的な人間が多すぎる

今の世の中では一人一人の人間はあまりにも無力である 46.5 57.5 

今の世の中が明るく楽しそうに見えるのは表面的
50.0 40.1 . 

な部分だけである

人のためにつくせばいつかは自分にプラスとなって
73.2 91.5 84.3 

かえってくるものだ

表の数字は、「共感できる(このような意見や考えに)J と「ある程度共感できるJの合計f邑

表 2-10f;宗教j のイメージ

2003S 
冠婚葬祭に必要なもの 21.2% 

本当の自分を教えてくるところ 3.1 

日本人の精神の根源にあるもの 13.7 

あってもなくてもよいもの 32.1 

自分の居場所がみつかるところ 3.3 

日常とは違う魅力的なところ 6.4 

困った時に助けてくれるもの 10.2 

生死の意味を教えてくれるところ 13.9 

利害ぬきの人間関係が見つかるところ 4.0 

特にない 27.0 
「く宗教>ということばを開いて連想するものは何かJという質問への答え (MA)
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3. r現代文明批判・合理主義批判j意識とさまざまな意識・儲鏑観の関連性

3-1. 日本のデータ

表 3-1'"'-'表 3-8までの各表は、さきほどの現代文明批判J意識、「合理主義批判J意識を、

さらにくわしく検討するための表である。これは、「現代文明批判j意識、「合理主義批判j

意識が、「メディア観J、「政治関心度(など重要な社会問題への関心度)J、「社会イメージJ

とどのように関連するか、検討するための表である。国男fJ・地域別で比較してみると、そ

れぞれの国・地域(あくまでも、ここで紹介している知見は、限定的なデータに基づくも

ので、拡大解釈は危険だが、しかし、同時に、その点ばかりを強調して、データの意味を

過小評価するのも問題だろう。このような視点からメディアの問題、社会意識の問題へ深

く踏み込んだ研究はこれまでほとんどなかったとわれわれは考えている。自己宣伝ではな

いが、ここで得られたデータ(表 2-9も含めて)は、その意味できわめて重要で、ある。こ

の点に関しては、注で紹介した筆者たちの文献を参照されたい。なお、すくなくとも、日

本の学生のデータェ20038に関しでは、ここで紹介する「現代文明批判J意識、「合理主義

批判J意識の存在、それに関する基本的知見は、社会人等を対象にした他の調査ニReGIS
他実施=によっても、くりかえし確認されている)で、傾向に違いがあって面白い。とく

に、日本の場合は、表 3-2に見るように、「現代文明批判j意識、「合理主義批判JJ意識が、

「環境問題jへの高い関心度と結びついて非常に興味深い。また、表 3-3が示すデータも

興味深い。表に示したように、「運命観」を肯定する傾向は、日本の場合は、積極的な「社

会イメージ(社会は積極的につくっていくものというイメージ)Jと結びつくのである。し

かし、一方で、「無力感jの肯定は、積極的な「社会イメージ(社会は積極的につくってい

くものというイメージ)Jの否定とも結びついており、このあたりに、日本的「文明批判意

識j のなかみの複雑さがうかがわれてたいへん興味深い口

表 3-] r.現代文明批判・合理主義批判j、意識とメディア評価(一般的な情報源として(l)

各メディアの重要性)との関連性(偏相関ニ年齢・性をコントローノレ)(20035) 

一一一一一一一一 テレビ 本
インター

新聞
家族や友人口

ネット との会話

現代生活の中で人間はあまりにも自然からは
N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 

なれ過ぎてしまっている

人聞は豊かになりすぎると堕落しがちなものだ N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 

人間には何らかのかたちで運命というものがある N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 

世の中には科学で説明できないことも数多くある N.S. N.s. N.S N.s. N.S. 

今の日本には自己中心的な人間が多すぎる N.s. N.S .0990 (*) N.S. N.S. 

今の世の中では一人一人の人間は
. 1227 (材) N.S. N.S. N.S. N.S. あまりにも無力である

今の世の中が明るく楽しそうに見えるのは
.1088(*) ‘1046(*) 

表面的な部分だけである
N.S. N.S. N.S. 

人のためにつくせばいつかは
N.S. N.S. 

.1192(*) 
自分にプラスとなってかえってくるものだ

N.S. N.S. 

.05， * *ニp<.Ol
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表 3-2 r現代文明批判・合理主義批判j 意識と f政治関心j 等との関連性

(偏相関=年齢・性をコントローノレ)(20035) 

地球環境問題
町づくり・村おこし・

園内の政治問題
地域活性化

現代生活の中で人間はあまりに
N.S. . 1832 (**) N.S. 

も自然からはなれ過ぎてしまっている

人間は豊かになりすぎると堕落
N.S. N.S. N.S. 

しがちなものだ

人間には何らかのかたちで運命
N.S. . 1255 (林) N.S. 

というものがある

世の中には科学で説明できない
N.S. . 1739 (桝) N.S. 

ことも数多くある

今の日本には自己中心的な人間
N.S. N.S. 

が多すぎる

今の世の中では一人一人の人間
N.S. N.S. N.S. 

はあまりにも無力である

今の世の中が明るく楽しそう
N.S. N.S. N.S. 

に見えるのは表面的な部分だけである

人のためにつくせばいつかは N.S. 

自分にプラスとなってかえってくるものだ
. 1914 (梓) N.S. 

* =<.01， * * =p<.Ol 

表 3-3r現代文明批判・合理主義批判j 意識と fく社会>のイメージj との関連性

(クロス集計二カイ自乗検定~ (2003S) 

ー-----ー~一、ー、ーー-----一一一一一
く社会〉のイメー

く社会〉のイメージ=積極的に自分た
ジ二二自分を束縛

するもの
ちで、つくってしてもの

現代生活の中で人間は
N.S. N.S. 

あまりにも自然からはなれ過ぎ、てしまっている

人間は豊かになりすぎると堕落しがちなものだ N.S. N.S. 

*U運命観j

人間には何らかのかたちで運命とし、うものがある N.S. を肯定→社会は積極的につくっていくものと
いうイメージを肯定する)

世の中には科学で説明できなし 1ことも数多くある N.S. N.S. 

今の日本には自己中心的な人間が多すぎる N.S. N.S. 

|今の世の中では一人一人の人間はあまりにも無カ
N.S. 

*U無力感jを肯定→社会は積極的につくっ

である ていくものというイメージを肯定しなし¥)

今の世の中が明るく楽しそうに見えるのは表面的な
N.S. N.S. 

部分だけである

人のためにつくせばいつかは自分にプラスとなって
N.S. 

**U善意」を肯定→社会は積掻的につくっ

かえってくるものだ ていくものというイメージを肯定する)

*=pく.05，* * =p<.Ol 
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3-2. ドイツのデータ

表 3-4 r現代文明批判・合理主義批判j 意識とメディア評価(一般的な情報源として¢

各メディアの重要性)との関連性(偏相関=年齢・性をコントローノレ)(2003T) 

インタ
新聞

家族や
テレピ 本

ネット 友人との会話

現代生活の中で人間はあまりにも自然
N.S . 1738 (紳)

からはなれ過ぎてしまっている
N.S. N.S. N.S. 

人間は豊かになりすぎると堕落しがち
N.S. N.S. 

なものだ
N.S. N.S. N.S. 

人間には何らかのかたちで運命という
N.S. N.S 

ものがある
N.S N.S. N.S. 

世の中には科学で説明できないことも
N.S N.S. 

数多くある
N.S. N.S N.S. 

今の先進国には自己中心的な人間が多
N.S N.S. N.S N.S N.S. 

すぎる

今の世の中では一人一人の人間は
N.S N.S. N.S N.S. N.S. 

あまりにも無力である

今の世の中が明るく楽しそうに見える
N.S. N.S. N.S N.S. N.S. 

のは表面的な部分だけである

人のためにつくせばいつかは自分にプ
N.S. 

N.S. 
N.S N.S N.S 

フスとなってかえってくるものだ

* =p<.05 ， * * =p<.Ol 

表 3-5 r現代文明批判・合理主義批判j意識と fく社会>のイメージj との関連性

(クロス集計=カイ自乗検定j(2003T) 

く社会〉のイメージ く社会>のイメージヱ積

ヱ自分を束縛するもの
極的に自分たちでつくっ

ていくもの

現代生活の中で人間はあまりにも自然 * cr自然からの遊離Jを肯定→社会>の
N.S. 

からはなれ過ぎてしまっている イメージ=自分を束縛するものを肯定)

人間は豊かになりすぎると * * (f豊かさは堕落j を肯定一→社会を束
N.S. 

堕落しがちなものだ 縛するものとしてとらえる)

人間には何らかのかたちで
N.S. N.S. 

運命というものがある

世の中には科学で説明でき

ないことも数多くある
N.S. N.S 

今の先進国には自己中心的な
N.S. 

人聞が多すぎる
N.S. 

今の世の中では一入一人の * U無力感Jを肯定→社会を束縛するも
人間はあまりにも無力である のとしてとらえる) N.S. 

今の世の中が明るく楽しそう
N.S. 

に見えるのは表面的な部分だけである N.S. 

人のためにつくせばいつかは自分にプ
N.S. 

ラスとなってかえってくるものだ N.S. 

*こごp<.05， * * =p<.Ol 
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3-3. 内モンゴルのデータ

表3-6r.現代文明批判・合理主義批判j意識とメディア評価(一般的な情報源としての各

メディアの重要性)との関連性(偏相関ニ年齢・性・民族をコントロール)(2003M) 
インター 家族や

本 新聞テレビ
ネット 友人との会話

人間は豊かになりすぎると堕落しがち
N.S. N.S. N.s. N.S N.S. 

なものだ

人間には何らかのかたちで運命という
N.S. N.s. N.S. N.S. N.S. 

ものがある

現代生活の中で人間はあまりにも自然
N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 

から離れ過ぎてしまっている

今の人間には自己中心主義的な人が多
N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 

すぎる

世の中には科学で説明できないことも
N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 

数多くある

人のためにつくせばいつかは自分にプ N.S. 
N.S. 

N.S. 
N.S. N.S. 

ラスとなってかえってくるものだ

* =<.05 l * * =二p<.Ol

表 3-8 r.現代文明批判・合理主義批判j意識と f政治関心度j 等との関連性

(偏相関=年齢・性・民族をコントローノレ)(2003M) 

一一一一一一一一一
国内の政治問題 地球環境問題

内モンゴルの

教育問題

人間は豊かになりすぎると堕落しがちなものだ N.S. N.S. N.S. 

人間には何らかのかたちで運命というものがある N.S. N.S. N.S. 

現代生活の中で人間はあまりにも自然から離れ過
N.S. N.S. 

一.1283
ぎてしまっている (料)

今の人間には自己中心主義的な人が多すぎる N.S. N.S. N.S. 

世の中には科学で説明できないことも数多くある N.S. N.S. N.S. 

人のためにつくせばいつかは自分にプラスとなっ
N.S. N.S. N.S. 

|てかえってくるものだ

* =p<.05 l * * =pく .01
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表 3-9 r現代文明批判・合理主義批判j 意識と「く社会>のイメージj との関連性

(クロス集計=カイ自乗検定j(2003M) 

下 ¥ 一

く社会>のイメージ
く社会>のイメージ

エ自分を束縛するもの
:積極的に自分たちでつく

っていくもの

人間は豊かになりすぎると堕落しがちなものだ N.S. N.S. 

人間には何らかのかたちで運命というものがある N.S. N.S. 

現代生活の中で人間はあまりにも自然から離れ過
* U自然からの遊離j

ぎてしまっている
を肯定→く社会>のイメー N.S. 

ジ=こ束縛するもの

今の人間には自己中心主義的な人が多すぎる N.S. N.S 

世の中には科学で説明できないことも数多くある N.S. N.S. 

人のためにつくせばいつかは自分にプラスとなっ * * (f善意Jを肯定→社会は積

てかえってくるものだ
N.S 極的につくっていくものという

イメ ジを肯定する)

* 二二p<.05， * * =p<.Ol 

一注ー

注 1:この点については、以下の文献を参照のこと。 Nakadaヲ M.et a1. (2004)“Does old Japan 

determine new Japan? The relationship between Seken， The Intemet， and Political Consciousness in 
Japan"， in F Sudweeks and C. Ess (eds.) Cu/tural Attitudes {owαrds Techn% 幻1 and 
Communication 2004. Murdoch: Murdoch University. Nakada， M. (2004)“The Intemet within 
Sekenぉ oldand indigenous world of meaning in Japan; The interrelationship between Seken， 

Shakai， and せleIntemet in Japan. Paper presented for IV. ICIE -Symposium at Karlsruhe in 
Germany. 

注 2: 2003 S =2003 年 10 月 ~11 月に筑波大学、高千穂大学学生 452 人を対象におこなっ
た調査。分析の結果、筑波大学、高千穂大学学生で、基本的な価イ直観については目だ、った

差がないので、調査データは二つの大学を分離せずに、全体として使った。調査対象は、

筆者(仲間)の授業を受講している学生である。 2003T=ドイツ・チューピンゲン大学学

生 249人を対象に行なった調査口同大学当局の承諾を得た上で、インターネットを利用し

て、学生に調査実施をよびかけた。 2003年 6月実施。 2004M=ReGISのメンバーで、ある

白鳥簡が内蒙古大学の学生 300人と対象に実施した調査。 2004年 3月実施。この 3つの

大学での調査は、可能なかぎり、同ーの質問を使用することとした。

注 3:たとえば、 Nakada，M. et a 1. (2004)を参照。
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付属資料:チュービンゲン大学調査 (2003T)単純集計

Q1 

raohs. 83.5 

4.
一5
一6
.一7
.一8.

95.6 

Q 2 Please estimate the number of hours you spend each week at your home using 
Intemet-based functions (including looking at web慣 sitesvia yoぽ computer，sending 
e-mail through your computer， and participating in rea，l-time activities suchぉ chator 
ICQ)? 

1. Less than 2 hours per week 3. 5 to 10 hours per week 5. More than 20 hours per week 
6.0% 28.1 19.3 
2. 2 to 5 hours oer week 24.9 4. 10 to 20 hours oer week 21.7 

Q 3 In general， how important are the following media to you as me釦 sof obtaining 
information. Please choose one answer for each medium. 

Neither 
Very Somewhat important Somewhat 

Unimportant 
Impo同ant Impo凶ant nor unimportant 

unimportant 
Television 一一暑 16.9% 40.6 15.7 16.5 10.4 

Books 一一予 53.8 34.1 7.6 3.2 1.2 

Radio 一→ 13.3 29.3 26.1 19.7 11.6 

Intemet 一一争 57.8 34.9 6.0 0.8 0.4 

Newspapers 一-4 37.3 34.5 13.3 10.0 4.8 

孔1agazines 一一￥ 12.4 32.5 21.3 21.7 12.0 

Discussions with 一→

family and friends 
45.8 35.7 14.5 3.2 0.8 
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Q4 --司- . ー曹司F 四--ー司-. ー ←・ 4・-~
、..1y~ J.1.1ιら':>、"'L"....._，.....司，晶画司p -- - 一ー 干.--had the fo11 the Intemet? 

Frequently Often Sometimcs Few Never 

1. Seeking advice from another 

person(s) regarding your 
一一争

lifestyle or釦 yother serio凶

4.00/0 7.2 22.5 30.1 35.7 

problems you ha¥l_e had 

2. Giving advice to ano出er

person(s) regarding his!her 
ーータ

lifestyle or any other serious 
4.0 11.2 27.7 28.9 28.1 

problerns they have had. 

3. Writing about things suchぉ

your own expenences m an 一一益 9.2 14.1 18.5 22.5 35.7 

everyday manner. 

4. Being interested in and reading 

what other people have written ーー争 8.8 18.5 38.6 22.9 11.2 

about their own experiences 

5. Writing about things that you 

like or that have made an ー~ 6.9 16.9 22.5 27.3 26.5 

lmpresslOnOI1 yOll. 
6. Reacling what people have 

written about things that they 
一→ 8.8 19.7 36.5 21.3 13.7 

like or 出at have made an 
impression on them. 

7. Encouraging people. 5.2 21.7 19.7 26.5 26.9 

8. Being encouraged by other 
一一長 4.0 14.5 23.7 30.5 27.3 

people. 

Q5 百lroughthe Intemet， if you have had the expe口enceof seeking advice from another 

person(s) regarding your lifestyle or any other serious problems， who was /were the main 
persQn( s) whom youぉked?

1. Family members 29.3% 

2. Close friends 61.4 

3. Someone you met through the Intemet 14.9 

4. Other (Please indicate : ) 3.6 

5_ 1 have never had this experience. 28.9 

Q6 百uoughthe Intemet， if you have had the experience of giving advice to another person(s) 

regarding hislher lifestyle or any other serious problems， who was /were the main 
person(s) to whom you gave advice? 

1. Family members 26.1 % 

2. Close friends 60.2 

3. Someone you met through the Intemet 20.9 

4. Other (Please indicate : ) 2.8 

5. 1 have never had this eXDerIence、 26.5
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Q 7 What are your thoughts about using the Intemet as a means of commllI1icationつ

Somewhat 
Neither 

Somewhat Ag問 E
ag四 E

agree nor 
disagree 

Disagree 
disa~ree 

1. Since 1 don't see the other person's 
face， 

一→ 15.70/0 30.9 24.1 19.7 9.6 
1 think that it's easy to communicate on 
the Intemet. 

2. The Intemet has possibilities for 
communicating meaningful exchanges 世ー+ 16.5 30.1 24.9 22.5 6.0 
and moral be!iefs 

3. 1 think that our thoughts become 
一→ 19.3 29.7 22.9 18.9 9.2 

deeper through the activity of writing. 

4. Interpersonal relationships through the 
Intemet are different from face-to備 face 一一予 75.9 20.1 3.6 0.4 0.0 
relationships. 

5. Communications through the Internet 
do not convey ぉpects such as 一一争 16.1 26.9 17.3 27.3 12.4 
emotions or atmosphere. 

6. 1 have had situations on the Internet 
where 1 feel uneasy because 1 do not 

一→ 16.5 24.5 20.1 15.7 23.3 
know the person with whom 1 am 
communlcatIng 

7. Misunderstandings can easily arise 
through Intemet-based 一→ 30.1 28.9 24.9 12.0 4.0 
communlcatIons. 

」ー し一

Q 8 Please tell us your thoughts about bulletin boards (BBSs)， e-mail， diaries and weblogs. 
From the following list， please indicate any number of statements that approximate your 
出oughtsabout using the Intemet for these purposes. 

1. 1 can organize and clarifシmyconcems and emotions through these means on the 

Internet. 24.9% 

2. 1 can use the Intemet to vent my dissatisfaction and discuss things 1 do not like， and 

therefore 1 feel refreshed. 24.9 

3. By writing my thoughts， 1 can understand my仕切 feelings.16.5 

4. By writing my thoughts， 1 can get rid of my uneぉeand stress. 25.7 

5. 1 feel freed from the constraints of my farnily and close friends and 1 can express my 

personal feel ings. 8.8 

6. By writing freely about myself， other people also write合eelyabout themselves. 15.7 

7. Individuals can exchange honest [and frank] opinions with each other. 33.7 

8. Other people point out my shortcomings and s甘engthswhich 1 did not realize 1 had. 

10.0 

9. None ofthe above. 42.2 
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Q91f  Internet technology COIltlrlues to advance，what types of things would you feel meぉy

bout?Please indicate as mmy mswers as applicable from the list below. 
1. 1 would not feel出atthere訂 eopportunities to directly meet with people and ~ 

communication would become rather incomplete. 30.10/0 

2 0u;而一一叫)sense of responsibility副 participationwi由時ardto 0伽 people

will become weaker. 34.5 
3.There Me fewer oppoItImities to go outside，and there would be tendencies for 

people to remain at home too much. 67.5 
4.Opportunities for enriching oUr impressions and experiences that we obtain from 

physical contact with "real things" will be los1. 51. 8 
5.Informationht is obtainable only through face-to"fact contact will be !ost558 
6. 0ぽ senseof recreation and artistic works will become weaker and lose their power 

to make impressions on US. 25.7 
7.Strangers would be able to discover personai/private information about U3639 
8Strangers cm obtalI10ur personal or individual identification papers and VIolate ou 

individual privacy. 49.8 
9. Our lives will be controlled by machines. 14.9 
10. We wi 11 be inundated wi th acts of [softw釘 e]piracy and copying出atwill infringe on， 

authors' copyrights. 23.7 
11. Nothing in particular. 7.6 

Q10 Listed below are a number of issues出atmany countries are currently facing. Which ones 
do you feel紅 eparticularly important concems in the counむywhere you live? Please 

indicateぉ manyぉ applicable

1. Issues of defense and national security 20.9% 

2. Economic stability 87.1 
3. Adopting a competitive st釦 cein business and commerce 35.7 

4. Environmental issues 66.7 
5. Acceleration of“IT" (inforrnation technology) diffusion. 20.1 
6. Elirninating the “digital divide" (differences in information access) 20.9 
スSeriouscrime 14.5 

8. Creating a society with no gender bias 26.5 
9. Establishing social morals and ethics 32.9 
10. Enriching the so乙ialwelfare system 41.8 

11. None in particular 0.8 

Qll How do you feel about the future in the country where you live? Please indicate one of 

the four stances也atcomes closest to voぽ attitudefor each of the i 

~…hatls…hぺ jOptimistic optimistic pessimistE.C PesSEmistic 

Economy 一一今 5.2% 38.6 46.2 10.0 

Politics 一一￥ 4.8 37.3 42.6 15.3 

Education system 一4 6.4 37.3 41.4 14.9 

Social system (society) 一一歩 5.6 28.1 48.2 18.1 

Citizens' comrnon sense and 
6.0 38.6 41.8 13.7 一→

morals 
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Q12 What do you think when you hear the following phrases? For each of the following 
phrases， please indicate what you think (or what is close to your thinking). You may 

choose multiple answers for each phrase. 

IA.百四Intemet]

1. Differences in information access. 50.20/0 

2. A place where 1 c釦 saymy true feelings. 

6.0 
3. A means of promoting a new soc向。仁 2l.3
4. It does not ma口erif 1 have it or not. 2.0 

5. A place where 1 can find my own place (in 
life).2.8 

〔B.Socie守]

1. Restrictive. 13.7% 

2. Something出atis so unrelated to me that it 
seems f;訂 away.2.4

3.1 don't want to interact with it but 1 have to. 
3.6 

6. It叫sfiesmy curiosity. 60.2 --1 
7. 1t Is a convenient means for finding 

shopping information. 54.6 

8. A way to spend leisure time. 56.2 
9. It allows me to act in ways different 

from my usual daily life. 16.5 
10. Nothing in particular. 8.0 

4. Something that we optimistically build 
together.61.8 

5. Something that we should leave up to 

politicians to take responsibility 

for.4.0 
6. Nothing in particular. 26.1 

Q13 Given the list ofitems below， what do you consider important in your own， individuallife 
(or what do you want to consider important in your life)? Please indicate as many as 
applicable. 

1. To be interested in computers and the Intemet so as not to fall behind in terms of world 
events. 50.6% 

2. To have economic stability. 67.9 

3. To have a lifestyle that can be safe and合eefrom disasters or crime. 69.5 
4. To have meanIngful exchanges with farnily members and close friends. 91.2 
5. To improve our“human-ness" by placing importance on social morals and common sense. 

62.2 

6. To achieve personally satis今ingresults in our jobs or our studies. 83.9 
7. To pursue our own individual tastes in our hobbies and recreational activi註eS.68.7
8. To be concemed about political and social problems. 69.1 

9. To live a lifestyle that is environmentally responsible. 74.3 
10. To obtain the things that give us self-confidence and peace of mind. 61.8 
11. To help other people through volunteer and other activities. 57.4 
12. To pursue the ideal lifestyle出atis in accordance with what we perceive to be our 

meaning in life. 45.8 

13. None of the above. 1.2 
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Q14 What is yωlevel of agreement with the following statem剖 s?For each statem側，

what disagree， or di 
}.Il¥';a..:'l'-' l UU.l、...U"¥，.I 1..1. J '-'¥.4. &.+6孟、.1""'， o..J'-"..J...J..J._""'" 一一 -0--ーヲ _.‘ 

Agree 
Somewhat Somewhat 

Disag陀 e
agree disag附

(l) Within our modem lifestyles， people → 33.70/0 49.4 14.1 2.8 
have become too distant from nature. 

(2) People will become corrupt if they → 

become too rich. 
20.9 47.8 24.9 6.4 

(3) People have a cert剖ndestiny， no matter -→ 6.4 29.3 26.9 37.3 
what forrn it takes. 

(4) In our world， there are a number of → 

things that cannot be explained by 32.5 28.1 24.1 15.3 

sClence. 
(5) There訂 etoo many people in developed → 

countries today who 訂 econcerned 57.0 32.9 7.2 2.8 

only with themselves. 

(6) In today's worldヲ peopleare helpless if → 
17.3 40.2 31.7 10.8 

they訂 e(individually) by themselves 

(7) In today's world， what seems cheerful → 
6.4 33.7 40.2 19.7 

and enjoYa.Qle isreally only superficial. 
(8) Doing your best for other people is → 

37.3 54.2 6.4 2.0 
good for you. 

Q15 

y 

Do you agree or disagree with the following statementsつPleasecheck the statements出at

ith 

1. Rather than go through the hardship of being a leader， it is more comfortable to follow what 

other people (.12___14)% 
2. Because life is essentially a solitary matterフ allwe can do is keep trying without asking other 

p~()~ for help.6.4 
3. Compromising on various things is the worst thing we can do， we should maintain our 

convictions and make all endeavors. 19.3 

4. In comparing a splnωally fulfilling lifestyle with an econornically abundant lifestyle， 1 
believe thatel.I1_econ()I11ica.I__1y_ablli19el.I1tlifestyle is...be社er.6.0

5.Althoug〉Sh(awce ti may have a few pTOMems，and people may oppose us，we should take positive 
steps (action); otherwise we cannot do anything. 79.1 

6. If we work hard， we will undoubtedly succeed. 36.5 

7. People who lead 1ive thinking only ofthemselves c釦 notmature. 53.8 

8. People should lead the lifestyles they want and not worry about what others think. 43.4 

9. Leading a life that is gratifシingto one's desires only is truly a humanistic lifestyle. 14.1 

10. None ofthe above 2.8 
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Q16 The following statements are concemed with your concept of“death" and “dying". For 
each statement， please choose one answer that most closely approximates your 
thoughts about this topic 

1 believe 
Ican 1 do not 

1 deny 
somewhat 陀 ally

this. 
accept this. believe由is.

this. 

Kl) Although normal people cannot feel 一一争

them， spirits that inf1uence our lives do 16.10/0 20.1 32.1 31.7 
eXlst. 

(2) People have spirits， and these spirits live 一一+
24.9 

on after they die. 
22.9 28.9 23.3 

(3) Reincamation exists. 一一争 6.0 10.4 30.9 52.6 

(4) After they die， people who have tried -→ 
hard in their endeavors ultimately go to 

l.6 9.2 2l.7 67.5 
heaven; people who have been 
self-centered go to hell. 

ド)How we have lived in our previous lives 一一+
24.1 63.1 

is ref1ected in our current lives. 
3.2 9.6 

Q17 Are you religious? PI ease choose one answer from the list below. 

1. Currently， 1 have (religious) faith今 Pleasego to SQ1 and SQ2. 54.4% 
2. Although 1 do not have any p訂tic叫訂 faith，1 am interested in religion. 23.0 
3. 1 do not have any particular f:出thand 1 am not interested in religion. 19.8 
4. None ofthe above 2.8 
5. DK.NA. 0.4 

SQ 1 Pl tell 

Christian吋 (Catholic)18.9% 
2. Chrisむ加の (Protestant)21.3 
3 Christi'!J.1ity (Other) 6.0 
4. Islam 1.6 
5 Buddhism 1.2 
6. Confucianism 0.0 

7. Hindu 0.0 

8. New Age 0.0 

9. Other 3.2 

10. No answer 2.0 
1l. DK.NA.45.8 

Fl Please indicate your gender. 

1. Male 52.2% 2. Female 47.8 

F 2 Please indi ーーー ，ー ー 一- ---

Under 15 4. 25 to 29 7. 40 to 44 10. 55 to 59 
0.0% 41.4% 0.8% 0.0% 

2. 15 to 19 5. 30 to 34 8. 45 to 49 11. 60 to 
0.8% 5.6% 0.0% 0.0% 

3. 20 to 24 6. 35 to 39 9. 50 to 54 12. Over 641 
50.2% 1.2% 0.0010 0.0% 
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F 3 Please indicate the country where you live. 

F 4 Please indicate your country 01' citizenship (if diflerent from F3 above) 

F 5 Please indicate the highest level of edllcation that yOll havec;orT1pJt;ted (or are currently attendin 
1. luniorlゆ凶1001(Grades 7ω) 0.0% I 3. Techni叫 ortwか yearcoll叩 4.4 I 5. G凶 1凶叫001

2. Senior high school(Grades 10 to 12) I 4. University 

12.4 I 72.7 

F6 '̂That is your maior area of study? 
1Humanities 19.7% 

2Education 3.6 

3. S∞ial Sciences 18.5 

8.0 

5. Other 
2.4 

7Other Natuml Sciences 25.7 

8. Art 1.2 

9. Other 8.0 

なお、このチューピンゲンS調査の実施にあたっては、仲田駿、田村裁紀、レスリー・$1ック・JlI糟、甑高敏和が共問

で調査薬を企覇し、実施した。また、本識は、田村賞紀(チューピンゲン鏑査)、自議翻(内モンゴjレ潤査)に資料の整

理をお顕いしたが(内モンゴル調査は、白鳥輔が現地jこ直接おもむき5調査を行なった)、執筆は神田が行なった。ただし、

執筆のもとになった鯛査の翼施にあたっては、田村寅紀、白鳥鱒らをはじめ、ReG胞のメンバーの協力をあおいでいる。

そのため、母村貴紀、自島粛を本稿の共同執3費者に加えた。白島闘が輿擁した鵜査のヂ-$11ま、「中溜省内モンゴルにお

ける情報メディアの実態と人々のメヂィア観J(2004)という合イトjレの藩士翰文としてまとめられる予定である。本犠

の執筆者としてReGISのメンバー全員の名前をあげてもいいのだが、ここでは、いろいろな点を帯感して、仲田誠、国
村貴紀、自島蘭の名前をあげるにとどめた。
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4.ニュースの機能と市民エンパワーメントの課題宇

筑波大学大学院人文社会科学研究科 現代文化・公共政策専攻講師海後宗男

要約

市民エンパワーメント (empowerment) とは、市民ひとりひとりが主体的に社会を構成
し、一市民としてのすべての権利を活用しながら社会に参加する能力の育成である。この市
民エンパワーメントの実現のためには、メディアそのものを批判的に分析する能力が不可欠
である。そのためには、様々なメディアが伝える情報、とくにニュースが社会においてどの
ような役割をはたしているかをまず理解する必要がある。
本研究では、ニュースの機能に関して、メディアに対する批判的分析能力と関連性の高い

研究結果や理論を検討し、ニュース研究の立場から市民エンパワーメントの課題を検討する
ことを目的とする。

キーワード:ヱユース、機能、市民社会、市民エンパワーメント、メディア・リテラシー

1.市民エンパワーメントとは

市民エンパワーメントとは、市民各人が主体的に社会を構成し、一市民としてのすべて

の権利を活用しながら社会に参加する能力を育成することである。 Thoman(1999)は、市

民のエンパワーメントの実現には、テレビなどのメディアを批判的に分析する能力を養う

必要があると主張し、これを「メディア・リテラシー」と呼んでいる。これは、市民それ

ぞれの倫理・道徳・民主制に対する方針や考えを土台として、まずメディアを制作する側

の社会的・政治・経済的意図を理解し、その上で多くの情報源を用いて様々な角度から

体的に情報を入手し、さらにメディアの中で明示・暗示されている映像と言語メッセージ

を意識的に分析する能力と、最終的には市民自身が様々なメディアを用いて独自のメッセ

ージを創造・発信する能力を持つことを指し、これにより、最大限の市民のエンパワーメ

ントが達成されると説く (Thoman，1999)。

本稿では、市民と社会とのつながりを考える上でとりわけ大切な情報を伝達する「ニュ

ースJを例にとって、メディアを批判的に分析するために、受信者としての偲人にどのよ

うな認識が必要であるか、検討してみたい。

2. ニュースの機能、活動

まず、ニュースで伝えられる情報を批判的に読み解くためには、ニュースを伝えるとは

いかなる活動であるのかを知り、ニュースを見ることにどのような作用があるのかを知ら

なくてはならないだろう。

ニュースの活動には、おおまかにいって報道と論評のふたつの役割がある。報道とは「環

境の監視J、つまり、ある特定の社会の内外の環境に関する情報の収集と分配である。論評

とは「構成要素聞の関連づけj、つまり、ある出来事に関する情報の解釈や対応を示す役割

であり、社説や論評などの例がある。

現代では、環境の範囲は限りなく拡大し、市民個人が直接の体験によって認知できる物

事はわずかな比重しか占めなくなってきている。つまり、直接の体験による認知の範囲を

越えた、複雑な構造をもった環境の大部分を監視し、それについての情報を伝達するのが

ニュースである。

本比較文化研究、筑波大学、 i号、 2005年(掲載予定)。
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しかし、情報通信技術がいかに発展しようとも、メディアの提示する環境像は実物その

ものにはなりえない。そこで行われているのが、実物の環境を認知可能な形態に変え、受

け手に提示する活動である。何をどのような順序で報道し、何を報道しないか、また、ど

のような論評をそこ加えるかなど、ニュースには必ず制作者の視点や意図が反映される。

メディアの伝えるメッセージの意義を批判的に読み解くためには、だれがどのような立場

からそのメッセージを発信しているのかを知っておく必要がある。メディア産業、組織の

経済的要素やメディアの寡占化(巨大メディア産業によるマス・メディアの情報発信の独

占)などの現状に関する理解も必要である D

また、市民エンパワーメントを考える上で、このほかにもニュースそのものに、知って

おくべき“落とし穴"が存在する口ニュースの働きのなかで、社会的統合や発展を促した

り、人びとの社会への適応行動を助けたりする等、社会において果たすべきものとして期

待されているものを「機能Jもしくはり|慎機能」と呼ぶが、逆にニュースが果たすべき役

割を果たさない場合や、意図とはちがった好ましくない影響を及ぼす場合があり、それら

の働きは「逆機能j と呼ばれている。

竹内(1967) は、 「環境の監視j が逆機能となる際の問題点として、環境の複雑性と、

接触の間接性を挙げている。複雑な構造をもっ環境は複雑な状態のまま人々に提示される

と混乱が起きる可能性がある。例えば断片的なニュースの氾j監は環境像に関する混乱を引

き起こし、社会現象に対する無関心を誘因する可能性もある。それを回避するためには、

送り手はニュースに価値を付与し、その序列に従ってニュースを構成し、また、一連のニ

ュースの相互関連と意味づけを積極的に行わなければならない。受け手はニュースに対

て選択的接触を行い、認知した環境像に一貫性を与え、理解するために努力する。そして

あるニュースが受け手の関心を惹き、重要とみなされた場合、それに関する詳細な知識や

正確な像が要求される。この受け手による一連の反応は「情報追求行動j と呼ばれる。

インターネットやマス・メディアの提示する環境は間接的であるため、いくつかの間題

点が生じる白 ( 1 )人々は記号 (symboD によって提示された記号的な環境が、本当の環

境をどれだけ正確に提示しているか検証できないため、提示されたものをそのまま受け入

れなければならない。(2 )記号的に提示する環境に対して行動を起こそうとした時、そ

れが手の届かない場合が多く、実行性が薄れてし 1く。その結果、知識を得れば得るほど無

力感にとらわれる。(3 )環境の構造が直懐認知の範囲を越える複雑性をもっため、より

簡潔で扱いやすい短絡的な形態に直して認知が行われる。このため 記号的に提示された

環境に対して、人々の意味付与過程は創造性を失い、ステレオタイプ的な環境像に支配さ

れてしまう (Wright， 1959;竹内、 1967;海後、 1999)。

また、次のような問題点も挙げられる。例えば、 ( 1) r戦争ニュースJや「災害ニユ

ースj のような環境の危険に関する情報は、警告の機能以外にも不安を促す効果を持つO

環境の中の危機に関する解釈なしの警告は公衆をパニックに陥れることになる。(2 )ニ

ュースによる情報の過多は、結果的に個人に、よりコントロールしやすい私生活だけに専心

させることも考えられる。(3 )ニュースの情報を吸収することだけにとらわれる個人は、

直接行動をしなくなり、自分が情報通であると思い込むことによって活動的な市民である

と信じてしまう。以上のように、マス・メディアの f環境の監視j は社会にとって、)1慎機

能であると問時に逆機能にもなると考えられる。

「環境の監視Jと同様、 「構成要素間の関連づ、けj は、人々に社会的目擦を提示し、目標

に到達するための行動の方向を調整することである。 i構成要素間の関連づ、けJはニュー

スによる「環境の監視j の逆機能を防ぐものである。公衆の過剰反応を防ぐために、環境

の最も重要なものに焦点をあわせる自的で、ニュースの選択、評価と解釈が行われる。ただ
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し、 「構成要素間の関連づけJとしづ論評活動の逆機能の存在も指摘できる。まず(1 ) 

マス・メディア機関は一般的に中立的な立場を要求される。そのためマス・メディア機関

が積極的な意見や立場を表明しない場合が考えられる。だが、このことによって提示され

た環境に対する、受け手の態度も消極的になってしまう可能性がある。次に、 ( 2 ) i構

成要素間の関連づけ」としづ論評活動には持続性が必要である。しかし論評活動の中の l

つの意見が逆転し、異なる新・既成事実に対して屈服する事態が起きた場合、人々は論評

活動の無力さを感じて絶望的になるか、論評と同様に既成事実に屈服せざるをえない。最

後は(3 )論評が多元的判断の統一を果たせず、 「中間的j な意見を印象づけ、その場限

りのものとなる場合である。つまり「ステレオタイプ的受容態度Jによって、論評活動の

中から都合のよい意見だけを採用し、受け手は既存の見解に留まることである (Wright，
1959 ;竹内、 1967)。竹内やWrightによる個人レベルの逆機能として、ニュースの論評

活動が物事を「批判JJする個人の能力を低下させるという点が挙げられる。編集されたニ

ュースにおいては、受け手にとって情報の関連づけは必要なく、個人が解釈・評価する能

力を養う必要性をなくすわけである。際限なく提示され続ける情報を随時主体的に取捨選

択していく過程において、あるレベルを越えると、既に解釈された案や意見の「消費者」

となってしまう。

現代社会において、インターネットを通じて、人々が意見交換の場をもち、社会的合意

をつくって、世論を反映することが可能になった。 r構成要素間の関連づけ」の論評活動

は、次々と提示される流動的な環境に対する人々の行動決定に役立つ。インターネット利

用者による「構成要素間の関連づけj活動は市民社会の活性化を可能にすると考えられる。

ただし、我が国ではほChJなどのように)1闘機能と同時に逆機能の両側面が顕著なインタ

ーネット・フォーラムもあり、今後インターネット環境の進化に伴い、検討しなければな

らない問題も多い。

次にニュース受信時の重要な要因としてのメディア接触行動の志向、現実志向的接触行

動と空想志向的接触行動をみてし、く。

3. メディア接触の現実志向と空想志向

3. 1即時報酬型ニュースと遅延報酬型ニュース

Schramm (1949)は、ニュースへの報酬性や志向を次のように捉えた。彼によれば、人間

は報酬というものを期待してニュースに接触すると考えられ、ニュースにおける報酬とは

フロイトの「快楽原理j と「現実原理」に関連するものである。そこで彼は、それぞれを

「即時報酬Jおよび「遅延報酬Jとして設定した。「即時報酬j とは即時に報酬が得られる

ニュースであり、自分自身では危険や緊張に巻き込まれることなく「身代わりの経験Jを

楽しみ味わうことができるものである。「即時報酬Jのニュースの種類として、犯罪、汚職、

事故、災害、スポーツ、娯楽、社会的出来事、人生問題などがある。海外の地震などのニ

ュースも即時報酬的なものとして考えられる。

「遅延報酬Jとは、即時的には報酬が得られない、そのニュースに接触することにより不

快感やときには心理的な苦痛が伴うものである。「遅延報酬」のニュースの種類として、政

治・経済の問題(不安定な国際情勢や増税、株価の下落など)、科学(医療)、教育、天候、

保険などである。不景気の原因の解説などのニュースも遅延報酬的なものとして考えられ

る。

ただし、「即時報酬Jと「遅延報酬Jは誰に対しでも一定のものとしては考えられない。

例えば即時報酬的な「犯罪Jのニュースも、本人が関わるものであれば遅延報酬的なもの

となるだろう。これら「即時報酬Jと「遅延報酬Jはニュースの種類によるものだが、こ

のように受け手側の心理的要因により、本来、即時報酬的なものが遅延報酬的のものに転
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化しうることとなる。また、その逆も起こりうる。つまり、ニュースの種類によって「即

時報酬Jと「遅延報酬Jとして二分的に捉えることには問題がある。メディア接触におい

ては受信側の心理的要因、すなわち、受け手の志向という観点を取り込む必要がある。従

って、「快楽原理j と「現実原理jの概念、を「即時報酬j と「遅延報酬j としづ視点からだ

けではなく、「現実志向Jと「空想志向j という受信側の「志向j の方向性という切り口か

ら、メディア接触行動を捉えていく試みがなされている。次はこの「志向j の問題をとり

あげる。

3.2接触行動の現実志向と空想志向

メディア接触において、受信側の接触行動における報酬や志向は重要な要因である。「即

時報酬Jと「遅延報酬Jとしづ概念、をニュースの受け手の接触行動の志向で考えた場合、

「即時報酬Jを空想志向的 (fantasy oriented) 行動として捉え、「遅延報酬Jを現実

志向的 (reality oriented) 行動として捉えることができる (Schrarrunら、 1961)。ま

ず、現実志向的行動は、現実原理に基づいて、快感や満足の追求を遅延させる遅延的報酬

を求める行動として考えられ、認知的活動が誘発され、現実的諸問題に直面して努力し、

恐怖や不安に対処して、啓発される(阿久津， 1990)。次に空想、志向的行動は、快楽原理に

基づいて、不快なことや苦痛を避けて快感や満足の即時的報酬を求める行動である。それ

によって情動にひたり、気晴らしができて、一時的に現実から逃避し、不安や恐怖から解

放され、楽しみを感じることができる(阿久津、 1990)。

これに関して、吉田(1967) は発信過程および受信過程の情報処理に、実経験的(現実

志向的)なものと、象徴経験的(空想志向的)なものがあると指摘している。そしてニュ

ースは、 1 )実経験性発信一実経験性受信型と 2) 実経験性発信一象徴経験性受信型に分か

れる。 Schrarnmら (1961)は、現実志向と空想志向は幼年期においてはあまりはっきり分

化しないが、高校生以上になればそれが現れると指摘し、また社会階級や教育水準によっ

ても接触行動の志向の傾向が左右されると示唆した。

近年では、衛星放送やケープ、ノレ・テレビ、インターネット経由のブ口ードバンド・テレ

ビ等の普及により、幅広い選択肢からニュースの受信形態を選ぶ事が可能になった。そこ

でニュースへの接触行動を左右するものとして、現実志向と空想忠向以外の要素も増えて

きたことは否めない。今後、個人のアイデンティティやエスニシティー、文化、言語など、

多くの重要な要素が接触行動に影響を及ぼすことも考えられる。これらはニュースへの接

触行動とメディアによる世界観の形成(現実の構築)を左おする可能性もあり、情報環境

の変化に伴い、今後も検討・整理すべき問題は多い。

4. メディアによる現実の構築

現代社会の人聞にとって、世の中の全ての出来事を直接知覚するのは不可能である。従

って、文字や映像などの記号を通して、間接的に出来事を知覚し、この記号に依存しつつ、

記号的な「環境Jを形成していくと考えられる。

Lippmann (1922)は、記号的環境の形成に関して、これを人々の頭のなかの像 (pictures

in our head) として捉え、「疑似環境J(pseudo'environment) と名づけている。そし

て、「疑似環境j とは、現実の環境 (real environment)を正確に反映しているものでは

なく、部分的な強調や誤認、歪みなどが組み込まれる為、現実の環境と異なっているもの

だと指摘している。現代社会においては、マス・メディアやインターネットなどが媒介す

る記号によって、個人の「環境j の大部分が形成されることから、マス・メディアやイン

ターネットは記号的環境の形成に大きく関わっているといえる。

52 



この記号的環境の形成過程を分析した研究には、 Adoni ら (1984a) の「現実の社会的

構築Jの研究がある。 Adoni らは現実を「客観的・社会的現実j、「記号的・社会的現実j、

「主観的・社会的現実Jの三つに分けた。「客観的・社会的現実Jとは客観的環境における

事実などからなる現実であり、「記号的・社会的現実Jとは芸術や文学、その他のメディア

における記号を用いた「客観的・社会的現実Jの表現である。さらに f主観的・社会的現

実Jは個人内で構造化されるもので、あって、「客観的・社会的現実」と「記号的・社会的現

実j によって築カ亙れていく独自の世界である。そして彼らはこれら三つの社会的現実の関

連を考察した。

「記号的・社会的現実J と他の二つの社会的現実に関する研究の種類は (1) i記号的・

社会的現実」と「客観的・社会的現実Jの棺互関連の研究と (2) i記号的・社会的現実J
と「主観的・社会的現実Jの相互関連の研究に分けられる。「記号的・社会的現実Jと「客

観的・社会的現実J間の研究では、メディアによる社会的現実の構築などの問題などがと

りあげられる。「記号的・社会的現実j と「主観的・社会的現実J間の研究では、メディア

の内容がどれだけ個人の社会的現実の構築に貢献しているかが焦点となる。

また、 Adoniら (1984b)は「記号的・社会的現実Jと「客観的・社会的現実」による「主

観的・社会的現実Jの構築を実証的に研究している。彼らは個人と日常生活における出来

事との距離を主観的・社会的現実の構築の要因として考え、個人が日常的に直接体験でき

るものを近いものとし、「世論Jなどの直接的に体験できないものを遠いものとして捉えた。

そして、 f客観的・社会的現実j に近いと考えられる「記号的・社会的現実Jは、より強く

「主観的・社会的現実Jに影響を及ぼすということを見出した。

ただし、前述のように環境の構造が直接認知の範囲を越える複雑性をもつため、より簡

潔で扱いやすい短絡的な形態に直して認知が行われることはよく言われている。そしてそ

のため、メディアによって提示された環境に対して、人々の意味付与過程は創造性を失い、

ステレオタイプ的な環境の像に支配されてしまう (Wright，1959;竹内、 1967)。

Nimmo と Coombs (1983) によれば、ニュースにおける出来事や人物の提示はしばしば

実際の客観的現実とは異なる。そのため、受け手にとって、実際の客観的現実の全体像を

捉えるのは難しいと彼らは指摘している。マス・メディアやインターネットのニュース項

目のひとつひとつは断片 (newsfragments) として送信・受信される。これら断片はひと

つずつ時空間が独立したものとなり、その為、多くの部分の欠けたジグソーパズルとして

受信される。この為、世の中はニュースによって無数の独立した出来事として受信される

(Bennet t， 1996)。

Al theide (1987) によれば国際テロのニュースに関しでも、実際のテロ行為だけが送

信され、背景的な情報は省かれることが多い。因果関係を無視した受け手は断片的な情報

によって社会的現実を短絡的に構築する。短絡化は、伝えられるべきニュース項目の内容

の「途中段階Jにおいて人々が結論に達してしまうことである。従って、社会的現実の構

築が中途半端に形成されてしまうことが考えられる。本来の実経験の客観的現実の構築で

はなく、短絡化された社会的現実の構築が受け手によって行われることとなる。なぜなら

ニュースが伝達を目的としている出来事の全体の過程の一部、あるいは大部分が無くなり、

受け手の短絡反応が残るからである。まずこの受信仰jの短絡反応は、送信の際のニュース

の断片化の効果 (effectsof news fragmentation)に関係すると考えられる。 Bennett(1996) 

によればニュースの断片化によって受信側は;1) 明確に各二ユース項目を捉えることが

できなくなり 2) 重大なニュース項目に関する多くの事実を省くようになり、 3) 各ニ

ュース項目間の関係がわからなくなり 4) ニュース項目に関する意見が容易に変わる。
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5. ニュースと市民のエンパワーメント

以上のことを踏まえて考えた場合、市民がメディアに対して批判的な分析能力を獲得す

るには:まず 1)様々なメディアによって伝えられるニュースの諸活動とその結果を正し

く理解する必要がある。また受信においても、 2)即時報酬のニュースだけではなく、遅

延報酬のニュースへの接触も必要であり、その際、 3) ニュース接触行動の現実志向も必

要となることを理解しなくてはならない。(表 1) i 

表 1.ニュースの“落とし穴" (逆機能)

複雑な構造をもっ環境は複雑な状態のまま人々に提示されると混乱が起きる

社会現象に対する無関心の誘因

提示されたものをそのまま受け入れなければならない

知識を得れば得るほど無力感にとらわれる

人々の意味付与過程は創造性を失い、ステレオタイプ的な環境像に支配されてしまう

解釈なしの警告は公衆をパニックに陥れることになる

情報過多はかえって、個人に私生活だけに専心させる

直接行動をしなくなり、自分が情報通であると思い込むことによって

活動的な市民であると信じてしまう

メディア機関が積極的な意見や立場を表明しない場合

1つの意見が逆転し、異なる新・既成事実に対して屈服した場合

無力さを感じて絶望的になるか、論評と同様に既成事実に

屈服せぎるをえない

「ステレオタイプ的受容態度j によって、論評活動の中から都合の

よい意見だけを採用し、受け手は既存の見解に留まる

個人が解釈・評価する能力を養う必要性をなくし、

「批判Jする個人の能力を低下させる

解釈された案や意見の「消費者j となってしまう

断片的なニュースによって現実(世界観)が短絡化・断片イヒされることにより

・明確に各ニュース項目を捉えることができなくなり

・重大なニュース項目に関する多くの事実を省くようになり

.各ニュース項目間の関係がわからなくなり

・ニュース項目に関する意見が容易に変わる

表 1のメディアの逆機能とメディアの制作者側の社会的・政治・経済的意図を批判的に

分析する能力は、ひとりの市民が主体的に社会を構成し、市民としてのすべての権利を活

用しながら社会に参加するために不可欠である。様々な課題も残るが、市民がこれを基に

みずからもメッセージを発信・交換することによって、メディアが流す膨大な情報の消費

者で終わることなく、より積極的に社会に参加するという、市民と社会のより良い関わり
方の実現が期待される。

1 将来、情報環境におけるメディア・コンパージェンス (convergence=様々なメディアが融合していくこ

と)が予想されている。これにより今以上に情報環境の変化が市民生活に与える影響が大きくなると考えら

れている。例えは現在でも、ブロードバンドの普及により、インターネットを経由して映像や音楽を受信す

ることが容易になってきているが、それに対応したメディアの理解がますます必要になると考えられる。

たとえば映像を受信する場合、テレビであれば、視聴者に不快な感じを与えないために放送内容を指導する

日本民開放送連盟の放送基準のようなガイドラインが存在しているが、インターネットにはそのような基準は

存在せず、嫌悪や不快感、ショックを感じさせる映像も頻出する(海後、 2005)。今後このような不安を高め

る情報の処理・解釈方法も含めて、情報文化を理解する能力について検討していくことも重要なことである。
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はじめに

5.同化と排除のシステムとしての英語支配
一関係性の貧困を生み出す「毘際諾としての英語J-

筑波大学大学院人文社会科学研究科現代文化・公共政策専攻 教授津田幸男

私はかれこれ 20年間ほど「英語支配論Jと呼ばれる議論を展開してきました。「英語支

配論」とは、英語が世界標準語的な地位にいることにより生み出される言語とコミュニケ

ーションの不平等や差別の問題を可視化し、より公平な国際コミュニケーションのあり方

を追求する学術的営みであります。

「英語支配論j は今風の言い方を採用すれば、理論的な f脱構築Jの作業と考えます。

簡単にいえば、「英語支配Jを破壊し、そのあとにより良い国際コミュニケーションの秩序

を作るためのビジョンを提供しようとするものであります。

しかし、これは大変気の遠くなるような話しです。「英語支配jは 1日にしてなったもの

ではなく、何百年もかけて「西洋」が築き上げてきた彼らにとって都合のいい言語秩序で

す。これを簡単に破壊できるわけがありません。しかし、だからといってあきらめて何も

しないというのも情けないですし、逆に「英語支配Jを受け入れ、それに「同化Jしてい

くと、今日これからお話するように色々な問題を招きます。

「英語支配論Jが意図しているのは「意識改革」です。つまり、英語に関する私たちの認

識、意識を破壊することを目的としています。私たちは英語についてある特定の認識、思

い込みをたくさん持っています。たとえば「英語くらいできなければj とか「英語ができ

るのはかっこし'¥1; '¥ Jとか「英語が出来てこそ国際人だ」といった思い込みです。このよう

な私たちの英語に対する認識思い込みが皮肉なことに「英語支配jを支えているわけです。

また「英語は単なる手段、道具ですj としづ認識、思い込みも根強い。

このように私たちは英語に対して、今述べたように「肯定的j か、あるいは「中立なj

評価をするのが普通だと思います。そして、そのような思考が「英語支配」を支えている

わけです。

「英語支配論Jはそんな常識を越えて、「英語は悪であるj とまではいわずとも、「英語は

権力Jであるという発想、が根本にあります。今日もこの視点からお話しをしたいと思いま

す。

今日私は「英語支配j について話しますが，これを貧困の問題と関係づけてお話し 1たし

ます。

今グローバル化の時代を迎え，人類は経済的な貧困をこえた「関係性の貧困」といわれ

る新たな貧困問題に直面しています。国際政治学者の伊予谷登士翁はグローパル化は次の

ような貧困問題を生み出していると指摘しています。

『グローパリゼーションは，カードを持てるものと持てないもの，メールにアクセス

出来るものと出来ないもの、権利を享受できるものと排除されるもの、勝者と敗者と

を明確に分離してきた。新しい貧困は，国境を越えてグローパルな規模で、現れてきて

いる。~ (注 1)

このように、グローバル化は、単なる経済的な貧困を越えて、情報や権利といった社会

的，精神的な問題、そしてコミュニケーションの領域にわたる「関係性の貧困Jを生み出

しているのであります。つまり、搾取や抑圧による貧困だけではなく、グローパル化によ

る自由化、流動化、欲望喚起が引き起こす「豊かさを求めるがゆえの貧国j も起きている
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のです。「英語支配Jがこの新たな貧困とどのような関係があるのかを今日は考えて見たいi

と思います。

私の結論から先に言いますと、まず「英語支配j は世界の人々に英語使用を要求してお

り、それが出来ない場合、われわれは国際経済や国際コミュニケーションや国際関係の主

流から排除されてしまうとしづ構造があるということであります。英語ができないと「金

持ちになれないしJi意見も満足にいえないしJr仲間はずれにされるJという現実がある 人

ということです。しかしそれは非英語話者にとっては国際経済、国際社会と国際コミュニ

ケーションへの参加の道を閉ざされるという「関係性の貧困Jを被ることを意味するばか

りでなく、「英語支配Jへの同化により、英語話者と非英語話者の間ばかりでなく、非英語

話者の問でさえも序列や差別としづ社会的・精神的代償をも生み出すのであります。

つまり、 f英語支配Jは「英語支配jへの「同化j を要求すると同時に非英語話者をコミ

ュニケーションから f排除」しようとしており、それにより非英語話者の社会的参加は不充

分になり「関係性の貧困j を被るのであります。

今現在「英語=国際語Jr英語=世界標準語Jは常識化しており、多くの国際会議や組織

では英語が共通語として使われています。しかし、この国際的な慣習は英語を母語とする

「英語話者Jや英語を第 2言語とする話者に著しく有利な慣習であり、英語を母語としな

い「非英語話者Jにはきわめて不利な国際慣習であります。たまたま自分の母語が英語で

あった者が優遇され、たまたま英語が母語で、なかったものが不利になるというこの現実は

差別以外のなにものでもありません。それはたまたま肌が黒いばかりに差別されることや、

たまたま男あるいは女であったから差別されるのと同じです。

「英語支配」はこのよ うに差別を生み出し、非英語話者は国際関係やコミュニケーショ

ンに十分に参加できないという「関係性の貧困j を味わされているのであります。

このような問題意識を踏まえて本日は「英語支配j を J同化と排除のシステム」として

とらえ、それにより「関係性の貧困」としづ新たな国際的貧困問題を招いているというこ

とを話したいと思います。

1.英語支配を肯定する言語学

言語と貧困を結び、つけるのは一見荒唐無稽におもえるかもしれません。しかし、言語の

人聞社会への大きな影響力を考えると、これは荒唐無稽でもなんでもなく至極当たり前の

考え方であると私は思っております。言語は大きな権力であり、いま多くの言語の中で英

語が最も大きな権力を保持していることは誰も否定できないでしょう。英語は「持つ者j

と「持たざる者Jを生み出していることは間違いありません。

しかし残念ながら、多くの言語学者はこれらの言語の政治的・経済的・社会的問題に無

頓着であるか、むしろそういった問題を正当化する立場をとって来たといえます。

たとえば少し古くなりますが『マイ・フェア・レディ ~j という 40 年ほど前話題にな
ったイギリス映画はそのような言語と権力に無関心な言語学者を登場させています。口ン

ドンの貧しい下町に住む非標準英語とされる「コクニ一英語Jを話す女性と出会う言語学

者のヒギンズは、そのような女性でも標準英語を話せるようになると考え、その女性を自

宅に住まわせ、特司11を受けさせてとうとう標準英語を話せるように仕立て上げ、ついには

こ人は結ぼれて、女性はヒギンズの「マイ・フェア・レディーJになるというお話しであ
ります。

この言語学者は、西洋諸国が世界の国々を侵略し，征服したときに抱いていたあの「救

世主的イデオロギー」と同じような態度でこの下町の女性を見ているのであります。つま

り、標準英語を話せない能力の劣る欠落した劣位の存在とみなしているのでありますo そ
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してそうみなすことによって、標準英語支配を肯定してしまい、この女性をこの支配構造

の中にまさに「同化Jさせてしまうわけです。「マイ・フェア・レディーjの原作者ジョー

ジ・バーナード・ショーはおそらく支配階級に属するこの言語学者の差別意識を風刺して

いるのでしょう。ヒギンズの一見善良な行動は、標準英語支配の構造を卯のみにしたもの

であり、それを肯定している一方で、非標準英語を話す女性への自分自身の差別J誌を自覚

していないのです。

このように多くの言語学者は言語そのものにこだわり、言語を社会的 政治的、経済的

文脈から切り離し、単なる媒体であるという「機能主義的言語観Jを持っているために、

言語が社会階級や貧富の差といった社会的不平等の一因であるとし¥う批判的問題意識を持

とうとしないのであります。

伝統的に見ても，言語学者はつねに権力のしもべでありました。

辞書を編纂し，文法を整理してきたのは言語学者であり、それは国家統ーのための「規

範」作りとなりました。辞書と文法により言語における秩序が形成され、規範にならった

ものと逸脱したものとの峻別，序列化が起きたのであります。とくに 18世紀半ばに出版

されたサミュエル・ジョンソンの辞書、ノア・ウエブスターの辞書はイギリス英語とアメ

リカ英語の規範の形成に大きな役割を果たしました。

彼等の視点は彼らが意図するしないにかかわらず、結果として常に権力をもっ「支配す

る側j のものであり、階層秩序の下位の者や排除された者の視点で、はなかったのでありま

す。

現代においても多くの言語学者はヒギンズであります。多くの言語学者は「英語支配J

に肯定的な考えを持っています。

まずイギリスの言語学者で「世界語としての英語Jの著者デヴィッド・クリスタルは次

のように英語支配を止めることは出来ないといい英語支配を肯定しています。

『英語はすでにあらゆる社会的統制から自由になったといえる。そこを越えたら

もうその浸透を制御することができないというクリテイカルな話者の数があるの

だろう。英語使用について将来英国内で大きな社会的変動があったとしても、英

語浸透の世界的傾向になんらかの影饗はおそらく出ないであろう。(筆者訳)j

(注 2)

つまりは、英語支配は決定的であり それを止めることは出来ないといっているのであり

ます。クリスタルは更に次のようにもいいます。

『英語を拒否子することはどこの留にも重大な結果をもたらすでしょう。英語国に

対しても賛否両論の感情的な反発を引き起こすでしょう。しかし、今のところ

英語を拒否子する国は少なく，その数はあまりにも小さいので現在の英語の地位に

目立った影響は与えていません。(筆者訳)j (注 3)

このように、この言語学者は，英語支配を拒否したり，抵抗したりすると「損Jをするし、

それにそのような批判，抵抗運動はたいした影響力を持っていないということにより、英

語支配を肯定しているのであります。いわばもう英語の時代なのだから、それに「同化J
しなさいといっているのであります。

さらにイギリスの現代の言語学者の証言を紹介しましょう。 OxfordEnglish Dictionary 
の編者であるパーチフィールドとし、う言語学者は英語の価値について次のように証言して

います。

『英語は共通語になったので、もし英語がわからなければ、この地球上に住む

どんな教養のある人でも深刻な意味での剥奪の状態にいることになる。貧困、

飢健、病気はもっとも残酷で、ゆるしがたい剥奪の形として容易に気付くことが
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できる。言語的剥奪は気付きにくい状況であるが、重大な意味のあるものであ

る。(筆者訳)~ (注4)
この証言は、英語支配の問題を、「言語的事j奪Jという貧困の問題と結び付けている点で¥

従来の没政治的な言語学者より一見まともに関こえるかもしれません。しかし、よくよん

でみるとそんなことはありません。これは「英語がわからないと，大変なことになります

よJi非英語話者の皆さん早く何とかしなさしリとか「世界の人々に英語教育をj といって

いるだけのことで、これも実は「英語支配j に「同化Jさせようとしづ言説に過ぎないの

です。この言語学者はあくまでも英語話者の立場から非英語話者に脅かしをかけているの

であります。
このように、言語学者たちは昔からそして今でも権力に寄り添い、権力語の安定に協力

してきたわけです。言語の規範を作り、言語と言語のあいだにヒエラノレキーを生み出し、

それを正当化することに協力したのも言語学者であったといえます。

また「生成文法Jの創始者のノーム・チョムスキーでさえも、この議論の枠組みから見

ると「英語支配」の肯定に一役買っています。

彼の説いた fネイティブ，スピーカーの直感j が言葉の表現の成否を決めうるという主

張は、とくに英語のネイティブ・スピーカーを神様のように奉りたてる考え方に発展して

非英語話者の間にいわゆる fネイティブ・スピーカー信仰j を生み出してしまったのであ

ります。このような信仰は、いまでも英語教育の中に生き残り、英語の教師は英語のネイ

ティブ・スピーカーでなければならないという固定観念、が教育者の間にも、そして学習者

の間にも住みついているのであります。

私がこのように言語学者たちを断罪するのは、彼らが意図的に「英語支配Jに貢献して

いるからというのではありません。夜、が問題にしたいのは、彼らの科学主義や中立主義で

あり、機能主義言語観であり、それらの考え方から出てくる記述主義的方法論です。そし

てそれにより、言語の支配性、権力性、差別性といったものが中和化され、透明化されて

見えにくくなっているのであります。その結果「英語支配Jという問題を問題として認識

しなくなっていると考えます。現代のとくに実証主義的言語学は[英語支配Jを肯定する

イデオロギーになっていると私は考えているのであります。いいかえると、既成の言語学

は私が言う「同化と排除のシステムとしての英語支配j の一部として機能していると考え

られます口

2.英語支配の伺化と排除

さて、言語学者の悪口ばかり言っていても桂致があきませんので、今日の本題の「英語

支配j の「同化Jと「排除」作用について話したいと思います。

まず「同化Jとは文字通り f同じにさせるJ、つまり「同意させること jであります。し

かし、ここに大きな問題があります口それは今定義でいったように「させるJ、つまり「強

制Jがあるということです。ここに不平等な権力構造の存在があるのです。ですから、[同

化Jはすでに権力を持っている側が権力を持っていない側に要求する、強いる行為です。

つまり、「英語支配j には「同意を強制する作用jがあるのです。

たとえば、今日冒頭で述べましたが、私たちの多くは「英語くらいできなければJとか

「英語は国際語だからマスターしなければj という意識があります。私たちはあたかも自

発的にそう考えていると思っていますが、事実はここには「英語支配jによる「強制j、もう

少し厳密にいうと「自発の強制Jの力が作用しています(注 5)。

つまり、私たちはあたかも自発的に英語支配に同意し、自発的に英語学習の必要性を感

じていると思い込まされているわけです。しかし実際のところは、英語支配による同化の要

求にしたがっているのですQ その要求の下に、英語を学んだり、使ったりしているわけです。
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いいかえると、「英語支配jとは f英語支配への同化を要求するシステムJ といえると考

えます。これがまたf英語支配」そのものを大きく堅固なものに仕立てていると思います。

そしてこの「同化」要求は「排除Jと対になって、英語支配のシステムから発せられま

す。どういうことかというと、 f同化Jしなければ「排除j されますよという一種の脅かし

が「英語支配Jには作用しているということです。

つまりは「英語ができなければ、国際関係から排除されますj としづ命令が英語支配シ

ステムから常に発せられているのです。これが私のいうところの「同化と排除のシステムと

しての英語支配」というものです。

ここで先ほど紹介したイギリスの言語学者のことばが思い起こされます。彼はこのよう

にいっています。

『英語は共通語になったので、もし英語が分からなければ、この地球上に住むどんな

教養のある人でも深刻な意味での剥奪の状態にいることになる』

これは誠に巧妙な f同化と排除のシステムとしての英語支配j のメッセージであります。

このメッセージでは、ひとことも「英語を学びなさい、使いなさしリといっていませんが、

そのように直接的にいうよりも、「最11奪の恐怖Jのメッセージを入れることにより、このメ

ッセージを受け取った者が英語の必要性、緊急性、絶対性を認識するようなメッセージを

暗に伝えているのであります。

排除をちらつかせて、同化を迫る、まるで飴とむちをうまく使いこなすような巧妙な英

語支配言説であるといえます。しかし、実際のところ、このようなメッセージや言説は今

や「常識jとして定着し、それに対して疑問が出されるということはめったにありません。

それらのメッセージは実は英語支配から発せられている同化と排除の命令であるなどとは

ほとんどの人は思ってはいないのです。

それどころかほとんどの人は英語支配にまさに同化して「英語は国際語だから学ばなけ

ればならなしリと思っているのです。そのような認識の中からは「英語が世界標準語でい

いのだろうかj とか「英語を日本の公用語にしていいのだろうか」という問い掛けは出て

こないのであります。

3.英語が世界標準語でいいのだろうか?

現在の世界において「英語が世界標準語でいいのだろうか ?J としづ疑問がほとんどで

ていないとしづ事実は「英語支配Jの同化力の大きさを物語っているのであります。多く

の人は「英語はもはや世界共通語である」と信じており、そしてそれにいかにうまく「同

化Ji適応Jしていくかが最大の関心事なのであります。

世界を見渡してみると、多くの国々で英語を公用語として採用し、英語教育を必修とし

そして英語を教授言語、つまり英語で教育を行なうという国が増えています。世界は英語

支配に f同化Ji適応Jしようと努力しているのであります。

中でもアジア諸国の「同化J傾向は著しいものがあります。日本と韓国と中閣の様子を

少し紹介いたします。

3. 1. 臼本:英語の氾濫と過剰なる英語教育

日本の「英語支配j への同化は次の 2つの点についていえると思います。

まず第一に、「英語の氾濫」としづ問題です。日本の社会はまさに外来語、特に英語が

氾濫しています。町を歩けば看板、ポスター、庖名や商品名の大多数は英語です。日本語

のものを探す方が難しいほどです。テレビやラジオといったマスメディアでも英語が多用

されています。テレビのコマーシャルで、は英語が頻繁に使われていますし、登場人物も白

人(主にアメリカ人)が多いのが現状です。 FMラジオから流れてくる曲はほとんどがア
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メリカ発の英語の歌です。このように例をあげたらきりがないほど、現代の日本には英語

が充満しております。
これに追い討ちをかけているのが、インターネットの普及による英語の氾艦です。

ンピューターの世界は基本的に英語の世界です。ログイン、パスワード、アクセス、マウ

ス、ファイノレ等等数え上げたらきりがないほどの英語が日本人の日常生活に入ってきまし

た。
このコンピューター英語は日本語の中に、そして日本の社会にただ大量に入ってきた

のではなく、日本人の日本語の使い方に質的な影響も与えています。たとえば、「アクセスj

というコンピューター用語は、ある特定の場所までの f経路Jや「交通機関Jということ

ばの代わりに使われるようになりました。さらにコマーシャルなどで「彼の心にアクセス

するJといった風に人間関係を比ゆ的に表す表現にまでなっています。つまり、コンピュ

ータ一言語が日本語を置き換えていくばかりでなく、人々の感じ方や表現までも英語で塗

り替えていくという「英語化j現象が起きているのであります。

ところが f英語の氾濫Jに対して、日本人は概ね問題をあまり感じていないのが実態

です。英語の氾濫や侵入に無防備であるといえると同時に、これも英語支配への同化意識

の現われではなし可かと考えています。

例えばドイツ人の日本学者のイノレメラ・日地谷・キノレ、ンュネライト氏はヨー口ッパの国

に比べて、日本はコンピューター英語を自国語に直す割合が極めて低いことを指摘してい

ます。

同氏は、日本人には、英語を使うことがただカッコイイというだけで、使っている態度が

あると指摘し、英語の氾濫にもっと問題意識を持つことを提案しています(注 6)。

英語の氾濫に対してどのような態度をとるのかということについては、日本人の中でも

一致点が見られず、若い世代は外来語、つまり英語を歓迎する態度が強い一方で、中高年

の世代になると、否定的な態度が強まる傾向があるということが最近の調査でわかりまし

た(注 7)。

たとえば、 20代では外来語は「新しい感覚が出せるJr自粛すべきでなしリとしづ意識

が 50%以上ありますが、それは 30代以降減り続けています。つまり年齢が上がるにつ

れ外来語に対する否定的な意識が増加しているのであります。このことから、若い世代は

英語支配への同化意識が強いということがうかがえます。

このような状況を知ってか知らぬか、国立国語研究所は 2002年と 2003年に 2度

にわたって外来語を日本語で言い換える提案を出しています。同研究所の外来語委員会は

f分かりにくい外来語をわかりやすくするための言葉遣いの工夫j と題する提案の中で 6

3あまりの外来語(ほとんどが英語)の言い換え例を提出しています。例えば、「アナリス

トJは「分析家、分析専門家j としづ具合に(注 8)。

この提案のタイトノレにあるように、外来語が fわかりにくしリと感じている人は少なか

らず存在しているようです。国立国語研究所の提案はそのような疑問、懸念に対して対応

しようとする試みであります。そして、このような提案が出ること自体が「英語の氾濫j

がゆるぎない事実であるということを示していると私は考えます。

日本の「英語支配j への同化に関する第 2の点は「過剰なる英語教育Jといえる政府・

文部科学省の英語教育振興政策であります。

文部科学省は 2000年に「英語第二公用語論j を打ち出し、 2002年からは公立小

学校での英会話教育を開始し、さらに 2003年には「英語が使える日本人の育成のため

の行動計画Jを発表し、とにかく日本人の英語力を向上させようと躍起になっています。

政府がこれほどまでに英語教育に熱心になるのは、グローパル化の只中で国家情報戦略
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忙の日本にはJ(として国民の「国際対話能力j一一つまり英語ができること一ーを向上させようという政

策があるといえます。つまり、グローバル化への適応戦略として、過剰なまでに英語教育

活の氾濫で、す口を振興しているので、あります。この行動計画の中には、「スーパー・イングリッシ¥ユ・ラン

アクセス、マゲージ・ハイスクーノレJ事業というものがあり、一部の教科を全て英語で行なう高校を指

舌に入ってき1定し増やしていこうとするものであります。

このように日本の政府はひとことでいうと「英語一辺倒Jとしづ姿勢が強くあり、その

た最に入ってi政策の中に、英語の氾離に対する問題意識や懸念、というものがあまり見当たらないといえ

えば、「アクセます。英語教育を振興することが善であり、国威発揚につながると信じているようにも見

幾関J という;えます。つまり、「英語支配Jへの同化が5齢、日本の建設につながると信じているようです。

皮の心にアクそその一方で、英語教育の過剰な振興がアメリカナイゼーションを増幅させ、日本語や日

つまり、コンt本文化への脅威になるというような視点は持っていないようであります。
莞までも英詰て

3. 2. 韓国:過熱する英語ブーム

ていないのが;次に韓国の「英語支配」への同化です。

支配への同化~ 2003年 11月 20日私は韓国の南部慶山市近くにある嶺南大学校にいました。同大学主催

のシンポジウム fグローパノレ化・英語・言語帝国主義j での講演を頼まれたからでありま

まヨーロッパ(す。シンポジウムのプログラムはその趣旨について次のように説明しています。

ことを指摘し ~I国際化J I世界化j としづ用語が登場して以来、英語は単なる意思疎通のための

という道具のレベノレを超えて、世界の色々な国の文化的なアイデンティデイ

吏っている悲t を脅かすほどにその威勢を放っている。数年前に登場した英語公用語化論は、今も

t-(注 6)。 この閏(韓国)の「指導者屠Jによりたびたび唱えられており、英語ができれば優

日本人の中戸 秀な人材だとしづ社会的な雰囲気があるのが現実である。~

J、一方で、何この説明を読むと、日本と同じように韓国でも英語が充満し、英語偏重の教育が行なわ

潟査でわかりれていることがすぐに分かるのであります。

短い滞在中にわたしは「過熱する英語ブームJの事例を見つけ出そうと何人かの大学関

ないJとしけ;係者から韓国で英語が充満している例を開いてみました。

手齢が上がる 1 ある人は「韓国では、犬でさえも英語でほえろ、といわれている」といって笑っていま

hら、若い世したが、韓国での英語の過熱ぶりをわかりやすく伝える例だといえるでしょう。

また他の人は、韓国では子供をアメリカに留学させることがブームになっているといっ

200 3年に.ていました。貯金をして、父を残して母子でアメリカに留学する例が多いという。そこま

つ外来語委員:で、犠牲を払って留学するということは、英語を身につけることが韓国では成功への鍵であ

Tる提案の中るということを意味しています。

iえば、「アナ また子供をアメリカで出産することもブームになっていると聞きました。アメリカで生

まれれば、アメリカ国籍を取得でき、それが有利に働くと考える韓国人が少なからずいる

といる人は少:ょうです。そして、英語の発音を良くするために、子供の舌の手術をさせる親が増えてい

要介、に対して;るとしづ新聞報道もありました(注9)。
13「英語の氾!これも韓国で、英語熱が高まっていることを象徴する事例であり手す。

さらに、英語公用語化論ですが、これは 1998年、韓国の作家ホク・コイルが『国際語

といえる政舟代の民族語』という本を出してから議論が巻き起こったのです。ボクは英語は新しい時

代の標準語であるから、韓国語と共に英語を公用語として使うことが最も現実的な生き方

ハであると提案しています。日本で英語公用語化論が出たのは 2000年です。韓国での議論
!年からはム，

);1こ触発されて、日本でも同じ提案をしたのかもしれません。
ζ人の育成d

イ嶺南大学校のキャンパスには TOEFLや TOEICといった英語能力試験の問題集を小脇
;なっていま

一iijこ抱えて歩く学生を少なからず見ました。韓国では、仕事に応募するのでさえもこのよう
1で国家情牧

な試験のスコアを出すことを求められるとも聞きました。
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韓国でも日本と同様に「英語支配j への同化は顕著であるといえます。その過熱ぶりや

社会的強制力は日本よりもはるかに先鋭化している印象を持ちました。

3. 3. 中国:アメリカナイゼーションと fクレージー・イングリッシュj の浸透

次に中国の状況です。

1 2億の人口を擁する中国が英語に対してどのような対応をするかは人類にとって大き

な問題になると思います。中国が英語に背を向けたら、英語の世界化の勢いは鈍くなるで

しょう。逆に英語に夢中になれば、英語支配の世界化は決定的になるでしょう。

最近の報告によりますと、 20 0 8年の北京オリンピックと 20 1 0年の上海万国博を

控えて、中国での英会話学習熱は高まっており、学習者人口は約4億 50 0 0万人に達し

たといわれています。これは主要英語国(アメリカ、イギリス、カナダ、オースト

ラリア、ニュージーランド)の人口の総計をはるかに上回っています。

ご存知のように、資本主義化が進行している中国では、人々のアメリカへの憧れは広ま

っています。 1997年 7月号のAsiaweekという雑誌は'Americanizationof China' とい

う特集記事を載せ、映画、ビデオ、音楽、マクドナルド、ディスコといったアメリカ発の

さまざまな商品が中国に浸透している様子を報告しています。向誌は次のように断言して

し、ます。

“The Chinese want the American lifestyle， a modern lifestyle， the way they think 
Americans live “(中国人はアメリカンライフスタイノレ、現代的なライフスタイノレ、

アメリカ入の生き方をもとめているの忙〕

この記事によりますと、現在中国では故毛沢東主席よりナイキの宣伝に出ているマイケ

ル・ジョーダンの方が人気があるそうです。

中国社会のアメリカナイゼーションを裏書するように、中国でも英語熱が高まっていま

す。それは「クレージー・イングリッシュj を標携する宥き中国青年による英語学習ブー

ムに象徴されています。 iクレージ}一Jとは「夢中になるJということで、これを広めてい

る李陽という青年によれば、とにかく夢中になって、恥ずかしがらずに英語を大声で話す

ことが英語学習の成功の鍵であるというのです。

「クレージー・イングリッシュJが浸透してし¥く様子は、 ドキュメンタリー映画となっ

て 1999年にビデオ化されたほどです。ビデオを見て思ったのですが 大きなスタジアム

に何万人もの人が集まって、「クレージー・イングリッシュJの主宰である李陽について英

語を大合唱するさまは、まるで新興宗教の大集会を思わせるものでした。

そして、李揚は、 f金持ちになりたいなら、英語を学べJといい、また、「中国文化を世

界に広めるために英語を学べJと叫びます。

「クレージー・イングリッシュ」のこのような熱狂振りは、太平洋戦争後、ラジオの「カ

ムカム英語j に何百万人もの日本人が必死にかじりついていた情景を思い起こすことが

来ます。多くの中国人にとって英語はアメリカン・ドリームをもたらす魔法の杖なので

よう。それゆえに、とにかく「夢中になってJ英語を学んでいるのでしょう。

4.英語支配は何を排除するのか?

このように、日本、韓国、中国では「英語支配j への「同化Jがすすんでいること

かりました。彼らは「英語支配Jに自発的に向意しているように見えます。

しかしこれは一見「自発的同意j に見えますが、先ほどいいましたように厳密には

除Jのリスクをさけるための「自発の強制j による「同意j であるといえます。つまり、

国際関係や国際コミュニケーションからの「排除j という「関係性の貧困Jを避けるた

に「同化jを余儀なくされているので f同化Jしているのであります。ですからこれを{
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発の強制j といっているのです。

しかし、これらの国の英語への熱中ぶりはあまりにも勢いがあるので、これがあたかも

「自発的同意Jであるかのような印象を与えているに過ぎないのです。

これは、植民地統治時代に、侵略支配されている人々が、自分たちを支配している西洋

人に同一化して、みずから彼らを模倣し、追従していったのと似ています。また黒い肌を

忌み嫌い、脱色剤で肌や髪の毛を脱色しようとした黒人と似ています。美の理想、型を西洋

に求めている白人化された日本人の美意識もこれに似ています。

支配されている人々がこのように自発的に支配者に同化していくとしづ事実そのものが

「英語支配j の強さと深さと完壁さを物語っています。なぜなら支配の究極は、支配され

ている者が支配されていると感じさせないものだからです。

5. 同化の「報酬Jと「代償J
それではなぜ日本人や韓国人や中国人はこれほどまでに「英語支配Jに「同化j するの

でしょうか?

それはそれなりの「報酬Jを得られると信じているからです。その「報酬」とは主に「経

済的Ji物質的jな報酬といえるでしょう。先ほど引用を紹介したように「中国人はアメリ

カン・ライフスタイノレを求めているJといわれています。つまり、大きな車や冷蔵庫や家

を持っている生活を求めているのです。このような「経済的Ji物質的」な報酬が英語支配

へ同化することにより促進されると考えているのでしょう。

しかし、一方で「同化j は大きな「代償」をもたらしています。

その「代償」は 2層からなっていて、表層には「在会的fで袋1が、そして深層には「府

神的ftfKJがあります。

第 1の「社会的代償Jとは、「英語支配j に同化することにより、言語差別、コミュニケ

ーションの不平等 言語の衰退、情報格差、文化支配などといった現象に見られるように

コミュニケーションの中心から「排除Jされ周辺に追いやられ、コミュニケーションへの

参加を制限されるとし 1う不利益を指します。

つまり非英語話者は、 f英語支配Jに「同化Jすることにより「英語支配の構造」に組み

込まれ、その中で劣位に置かれたり、周辺に追いやられたりするという「排除Jの力学に

さらされるわけです。非英語話者にとって英語は外国語であります。外国語でコミュニケ

ーションに参加するということはさまざまな制限を受けるということであります。これで

は議論や討論に十分に参加することができません。彼らが社会的に、そして政治的に十分

に参加することが阻まれているわけです。つまり非英語話者は「関係性の貧困j、つまり「参

加と機会の不平等j を被るわけです。

たとえば、日本人とアメリカ人のコミュニケーションにおいては、英語が共通語になる

ことが圧倒的に多いですが、このとき日本人はさまざまな制限を受けるわけで、「関係性の

貧困Jを味わわされるのです。

「参加と機会の不平等j を物語る良い例が国連への財政貢献と事務局職員の数に関する

ものです。日本の国連への財政援助はアメリカについで、第 2位で、 2000年には全予算

の約 20010は日本からの援助によるものです。しかし、日本人職員は全体の 3. 5~4. 

5%にすぎず、財政貢献トップのアメリカの職員数の 4分の 1ほどしかいません。財政貢

献度が日本よりも低いイギリス、フランス、ドイツが日本よりも多い職員を有しています。

国連職員の採用試験には書類審査のほかに英語又はフランス語の面接試験が課せられて

いるということです。英語とフランス語の能力が採用の可否に大きな影響を与えているこ

とは否めないでしょう。その結果、日本は大きな財政的な貢献の害IJには、わずかな程度の

参加と活躍の機会しか得ることができないのです。つまり国連の「英語支配Jと「フラン
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ス語支配Jにより、日本は[参加と機会の不平等j を被っているわけなのです。日本人を

はじめとした英語そしてフランス語の非母語話者が国際的に活躍する機会がこのように制

限されているわけです。
英語という特定の言語がこのように優先的な地位にあるという現実は、英語を母語とし

ない者を絶対的に不利な状況に追い込むものです口人は多くの場合自分の母語を変えるこ

とは出来ません。そして母語を通してこそ十分に社会的にも経済的にもそして政治的にも

参加することが出来るものなのです。
英語優先の構造というものは、非英語話者に十分な社会参加を許さず「関係性の貧困J

を味わせているという点で「言語差別J、つまり言語をもとにした不平等を是認するもので

あると言えると思います。英語を機軸とした序列構造、階層秩序の形成も考えられます。

英語の母語話者を頂点として、英語を第 2言語とするヨーロッパ人や1日イギリス植民地の

人々がその下に、そして英語を外国語とする日本人などが英語を一生学ばされるという意

味で英語の労働者階級に位置付けられるということも考えられます。

また「英語支配jへの同化も一因となって、世界の少数言語が今急激に衰退しています。

「消滅の危機に瀕するj動物や植物と同様に、「消滅の危機に瀕する言語jはいま世界中に

数多くあり、それが急激にすたれており、ある言語学者の予測によると、地球上の約 65 

00の言語のうちの 950/0は 21世紀末までに消滅するだろうといわれています(注 10)。

「近代化Jr西洋化Jrグローノ勺レ化j の波は、世界の各地域の安定と平衡を揺るがし、そ

れによる社会変容が人々の意識を変え、それが言語への意識にも反映されるようになった

のであります。つまり、多くの人々は新たな社会で生きていくために、母語を捨て、新た

な言語、つまり多くの場合英語に乗り換えているのです。 例えば、アメリカ・インディア

ンやエスキモーの高齢者は孫たちと意思の疎通が出来ませんD 孫は英語に乗り換えている

からです。少数言語を継承する次の世代がなくなっているのですD

このことから英語を「殺人言語J(killer language) と呼び、小数言語の大量の消滅を

「言語虐殺JOinguicide) と呼ぶ言語学者もいます(注 11)。

このような「社会的代償」のほかに、「関係性の貧困」の深層にはもっと深刻な問題であ

る「内的代償J、つまり「精神的代償j があります。

「精神的代償Jはし¥V ¥かえると「精神の自己植民地化Jとしづ現象といえると思います。

つまりあたかもみずから英語支配に同化することにより、英語及びその文化を崇拝する態

度を持っと同時に母語とその文化に否定的な態度を取り自己の言語と文化に誇りを持たな

くなる精神をつちかつてしまう現象です。

いいかえると、「精神の自己植民地化Jとは、西洋を「理想、型JrモデルJr規範Jとみ

なして、それらの「理想、型JrモデルJr規範Jからみたら，自分たちは劣っていると認識

し、西洋の「理想型JiモデルJr規範Jに近づくことが進歩であると認識する心理や態度

の形成であるといえます。

つまり「精神の自己植民地化Jとは[規範文化J(つまりは西洋文化)により「精神支配j

を受けることであり、その結果西洋に対し劣等感コンプレックスを持つことであります。

さらに、「精神支配Jとコンプレックスにより、「真正なる自己Jの実現の追求でなく、 f西
洋化した自己j の追求を行ないつづけることであります。すなわち「白人j に近づこうと

するととであり、またそれが「善Jであると信じることであります。しかしたとえば日ヌド

人はホンモノの白人にはなれませんので、白人化した存在つまり「名誉白人Jを目指すこ

とを目標としてきたのであります。

明治時代以降、近代化とは日本人にとって「名誉白人j になることでありました。それ

は明治政府が採用した「脱亜入欧」政策に顕著に表れています。大東亜戦争以降は「ア
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メリカ人Jになることが日本人の目標でありました。そしてそれは今でもなお続いていま

す。すっかりアメリカ化した社会において、セブンイレブンで買い物をして、マクドナル

ド、で、ハンバーガーをほおばり、ディズ、ニーランドで休日を過ごす日本人は「擬似アメリカ

人Jの生活を楽しんで、いるようであります。しかし、これを「擬似アメリカ人的生活Jと

受け止める人はまずいません。いまやこのような生活が日本的な普通の生活の風景になっ

てしまったのであります。

そして「名誉白人Jを目指し f擬似アメリカ人的生活Jを送っている「自己植民地化j

した日本人の生活としづ現実をあたかもさらに増幅させるかのように、最近日本の政府は

「英語第 2公用語論jやら「小学校での英会話教育の開始j、そして「英語が使える日本人

の育成フ。ログラムJ構想、の発表と、次から次へと日本人をそして日本の社会を英語化する

提案を繰り出しているのであります。日本政府にとってはひょっとすると精神の「脱亜入

欧J政策はまだ続いているのかもしれません。

それでは「精神の自己犠民地化j は一体何が問題なのでしょうか?

よくいわれるのは「日本文化の危機Jを招くということであります。西洋を崇拝し， 日

本語や日本文化を軽視しては日本文化は衰退するのではないかとし 1う懸念、は誰でも持つで、

しよう。この心配は正しいものでありますし，私も同感します。しかし、一方でそれは従

)来の「日本J対「西洋Jという 2項対立的な競争と闘争の枠組みを引出すだけで、それは

日本人をして「日本文化ナショナリズムj としづ意識を駆り立てるものでもあり、それは

〉過去においてさんざん行なわれた議論の枠を出ていません。

私が言う「精神的代償J というのはそれよりももっと内面的な問題に関わっています。

社会心理学者の小坂井敏品は f精神の自己植民地化Jにいそしむ日本人は一種の心の病

を抱えており，彼はそれを「名誉白人症候群Jとよんでいます(注 12)。
小坂井氏は、「名誉白人症候群Jを示す二人の日本人の例を紹介しています。一人は 30 

イえの日本人男性。もう一人はこれも 30代の日本人女性。小坂井氏はフランスの大学の教

員をしていて、この二人とはフランスで出会ったのですが、二人とも「絶対にガイジン(つ

/まりここではフランス人)と結婚して世間を見返してやるJ という趣旨のことを告白した

そうです。

小坂井氏は、この 2人の例は決して特殊なものではなく、日本人の多くの人々の心の中

2にある感情ではないかと主張していますo

f つまり、この二人はなぜ「外人と結婚して世間を見返してやるj と考えたかというと、

日本人の中に、「白人に近づくと自分のランクが上がる」という意識が支配的であるからな

〆のですO

Lいいかえると「脱亜入欧Jは日本の政府のみの政策ではなく、また日本はその政策で近

~~をそして現代をも歩んでいるからこそ、個々の日本人も「脱亜入欧j を自分の心の中に

村面化してしまっており、それが「名誉白人症候群Jを引き起こしているといえるのです。

おこの 2人の例にあるように「西洋への同化」により、自分が「名誉白人Jになることを

イ通して、「世間を見返すj、つまり、他者を差別し、優越感に浸るという屈折した心理が日

本人にはあるといえます。そもそも「脱亜入欧」は、日本が「名誉白人j になり、アジア

を遠ざけて、差別する政策でした。

u小坂井氏は次のように分析しています。

~~ ~多くの分野で西洋の価値観が支配力をふるっているような今日の文化状況においては、
4 その支配的価値観を単に拒否することによってはF 心理的安心はもたらされにくい。

そこで肯定的な自己像を獲得するために、自らが属する文化の価値基準を放棄し、西

r 欧人の価値基準を率先的に採用しようとする名誉白人が現れる。そしてこの支配的価
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値体系が織り成す世界において少しでも高い位置にはい上がろうとするあがきの中で

これらの名誉白人たちはスケープ・ゴートを求め，との序列制度の最下層に追いやる

ことで、彼(女)らの劣等感の一部を補償しようと努める。~ (注 13)

つまりは、日本は近代化を通して「名誉白人jになりあがったので、「アジアjを侵略の対

象として、スケープ・ゴートとして、位置付けることにより「アジアj への差別意識を正

当化しているのです。
「名誉白人症候群Jはこのように「差別意識j を生み出すものです。それは日本人の

「英語信仰Jに如実に表れています。「英語信仰」とは「英語をありがたがる態度Jをさし

ます。つまり、英語そのもの、そして英語を話す人をありがたがる，重要視する意識のこ

とです。
たとえば、次の新聞の投書で，韓国人の留学生は日本人の「英語信仰Jの中に潜む「欧

米コンプレックス」とそこから発するアジア人への差別意識を見ぬいています。彼は次の

ように言っています。

W 1年間日本に住んで一番強く感じたことは、私が誰とイ可語で話をしているかに

よって、私に対する日本人の扱いが全然違ってくるということです。欧米人の

友達と英語で話していると、まわりの日本人は、その欧米人だけでなくて、私にも

優しくしてくれます。一方、知らない日本人に日本語で何か話しかけると扱いは

まったく違って、時には無視されることもありますD

日本人がそうなってしまう理由は。 o。一部の日本人が持っている「英語コンプレッ

クスj と「アジア人に対する日本人の態度と欧米人に対する日本人の態度の違いj が

生んだ結果ではないでしょうか。j(注 14)

このように「英語信仰Jは「英語話者」を優遇する一方で、、「非英語話者Jを冷遇する態

度につながっています。つまり、英語を基盤とした「言語差別j というべき状態を「英語

信仰Jと[名誉白人症候群」は生み出しているのです。「英語j と「白人」を絶対的基準と

見なし、それをもとに「非英語Ji非白人(西洋)Jを差別するわけです。そして、その

差別に添った序列構造を作りだし、たとえば、日本人は、英語ができる韓国人は優遇する

が、英語が出来ない韓国人は冷遇することになるのです。同じアジア人の中に「英語Jと

しづ西洋からの基準が入りこみ、アジア人の意識の分断と序列意識が形成され、アジア人

の自己植民地化は進んでいるのです。

これは日本人に限ったことでなく、特にインドやフィリピンといった英語が出来るアジ

ア人に「精神の自己植民地イ旬、つまり「精神的代償Jが大きいといえると思います。

アジアに詳しいジャーナリストの小島一夫は「英語圏の国が払う代償Jというエッセイ

において、英語をめぐって、アジア人同士が差別しあう現実を報告している。小島氏は次

のようにいっています。

『日本にいる時，不法滞在就労のフィリピン人が、やはり不法滞在のタイ人、中国人

を指して「英語もできないんだぜJというのを聞いた。湾岸戦争の時、バグダッド

からアンマンに脱出してきたインド人労働者からは「イラク人は動物だ。英語がで

きなしリと聞かされた。

差別の中の差別。貧困に苦しむアジアの国民が「私は、あんたたちとは違うのよj

とアジアの同胞をさげすむよりどころが，貧困をもたらした植民地主義の置き土産

(である英語なの)だ。歴史のアイロニーに気付かない彼らが，悲しし寸(注 15)

ここでも私たちは今日の f関係性の貧困j と英語との関わりの一層深刻な側面に遭遇す7

るのであります。

すでに述べましたように、今日「英語支配Jにより、「非英語話者Jは、国際関係と国際
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コミュニケーションの中心への参加を制限されております。しかし、英語支配による「関

係性の貧困j はただそれだけにとどまらず、今述べましたようにアジア人のような「非英

語話者Jの間に差別と序列意識を呼び起こし、アジア人間士の連帯意識を分割し、その関

係性を貧しい者にしています。「英語支配Jとそれへの同化はこのように、対西洋だけでは

なく、アジアの中の「関係性の貧困」を生み出しているのであります。

英語はこのような「関係性の貧困」を生み出す「植民地主義の置き土産」であり「負の

財産Jでもあることを忘れてはならないと思います。それは単に便利な「道具」や「手段J

と割り切れるものではないと私は考えます。

この f精神的代償j をさらによく検討してみると、「自我の分裂」としづ問題が明らかに

なります。つまり、「名誉白人j を目指す日本人を始めとした非西洋人は「真正の自己Jの

実現を追求するのではなく、白人化した「偽りの自己」の追求をするわけです。この白人

化した「偽りの自己Jは、黄色人種である「現実の自己」とは異なるものです。日本人は

こうして白人化した「偽りの自己j と英語を話さない黄色い肌の「現実の自己Jの二つに

分裂していくわけです。

ダイエットやエステの流行、そして英会話ブームは、日本人の白人への「変身願望Jが

生み出しているともいえるでしょう。しかし変身の代償としてこの「自我の分裂」としづ

問題を抱えているのも事実です。日本人がよく「アイデンティテイ Jを強調するのは、そ

れが安定したものではないからなのでしょう。

さらに、非西洋人が西洋人によりつくられた自分たちのイメージをそのまま受け入れて

行動するという形の「自我の分裂j もあります。

たとえば、 1980年代ですが、 JRの広告のコピーで「エキゾチック・ジャパンj とい

うものがありました。このコピーなどは、西洋人からみた「エキゾチックな日本Jを日本

人に売り込んでいるのです。つまり、日本人が自分の国を西洋人の視点で見るという「自

我の分裂Jによりこの広告は成り立っているわけです。

このようないわば「セルフ・オリエンタリズムj とでも呼べるような現象は現在さらに

盛んになってきています。たとえば、サッカーやその他の国際的なスポーツのニュースや

その解説において、日本を日本と呼ばずに「今日の Japanは強かったJなどといった言い

回しがしばしば聞かれます。西洋が呼ぶように自分たちのことを呼んで、しまうのは、同化

の行為でもあるし、自己植民地化の行為であるといえるのではないでしょうか。

結び

話が大変長くなって申し訳ございません。今日の私の話の要点をまとめると次の 5つの

ことがし 1えると思います。

( 1 )英語支配は「同化Jを強制する「排除Jのシステムである。いし 1かえると、非英

語話者が英語支配に同化しないと、国際的な諸活動から排除するという脅かしの

システムである。

(2 )日本、韓国、中国に見られるように、世界は英語支配に「自発的に向意j してい

るように見えるが、実際は同化を強制されているのであり、それほどに英語支配

は堅固で深く浸透しているものである。そして非英語話者による「同化」が英語

支配の構造を強化している。

( 3 )英語支配への問化はさまざまな「報酬Jを与えるとされるが、それとひきかえに

「社会的代償Jと「精神的代償」という形の「関係性の貧困j という問題を引き

起こしている。

具体的には、英語話者と非英語話者との間の不平等と差別、世界的な規模で起

きている少数言語の消滅、デジタル・デパイドに見られるような情報格差、そし
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てアメリカ文化支配による世界文化の一元化といった問題が f関係性の貧困Jを

物語っている。
この「関係性の貧困j は、過去数百年の西洋諸国による支配と抑圧の負の財産

の継続を意味しており、この貧困は西洋支配の構造の象徴としてとらえることが

出来、英語支配はその権力構造の中核的な装置であることを示している。

( 4) r精神的代償Jについては、非英語話者の f精神の自己櫛民地化j に見られるよ

うに、英語、白人、西洋を絶対的規範とみなす「名誉白人症候群j としづ精神の

病理の存在があげられる。これにより同じ非英語話者同士であるアジア人の間に、

英語を基準とした差別と序列の意識が生まれている。また同じ国の中でも、英語

は序列と差別を生み出す装置である。つまり、英語という f他者Jが非英語話者

の心に入り込み 彼らを対立させ、彼らの間に「関係性の貧困j を生み出してい

る。

( 5) r精神的な代償jには「自我の分裂j としづ問題もあり、それにより非英語話者

は「真正の自己Jの追求を妨げられている。このため非西洋人は西洋コンプレッ

クスや自己文化を軽視する文化的マゾヒズムの意識を持ってしまっている。

私のこの議論に対しては、おそらく 2つの大きな反論が予想されると考えています。

一つは、英語はすでに国際語として使われており、アジア人の簡でも共通語として重

要な役割を果たしていることは事実であるので、そういったポジティブな面をみるべきで

ある。それぞれの特徴ある英語を使えば問題ない、という主張です。

もう一つは、日本は豊かになり、特に若い世代は英語コンプレックスや西洋コンプレ

ックスなどもはやないという主張です。若い世代は、西洋とアジア、アフリカを平等に

見ており、私が言っているような序列・差別意識はないという主張です。

これに対する手ムの回答は、そのようにもし問題がなければこれほど結構なことはない

ということです。現実には、それほど楽観的で良いのでしょうか?英語支配への同化によ

る代償をまず認識することが必要であると考えます。

今日の話の冒頭、で、言語学者を批判しましたが、これは言語学者に限ったことではなく、

すべての分野の学者にいえることだと思います。 つまり、学問自体が西洋支配であるとい

うことと、私たちの多くはそれに同化していることをまず私たち自身が認識して、それに

よる代償について問題意識を持つことが一つの出発点になると考えます。

この 2つの質問の回答になるかどうかわかりませんが、今日の話の締めくくりとして

英語をめぐって、あるケニア人の日本への忠告をお伝えして、今日の私の話を終わりにし

たいと思います。

f日本人のみなさんは世界中どこを探しでもない素晴らしくて独特なことば

や文化や習慣を持っています。でもそれを大切にしないで、英語ばかりに目

を向けているのを見ると、心が痛みます。昔ある人が言いました。みそはい

い匂いがするからといって、おいしいみそだとは限らない。同じように、今

大勢の日本人が英語を話せればいいなと思っているのは、英語の匂いだけを

嘆いでいます。でもケニア人のように食べてみたら、副作用が出るというこ

ともあり得ます。

今まで日本は孤立した島国として独自の歴史、独特な文化や言葉や習慣を

作り上げてきました。しかし英語を取り入れてしまえば、あっという間に

この独異性を失って、ただアフリカの植民地的な国々のようなオリジナリ
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ティのない国になってしまうと私は思います。日本人のみなさん、もう一

度考え直して見ましょう、自分の国のこと、自分の回の文化や言葉にもっ

とプライドを持ってほしいと思います。もし日本人が日本語を話せなく

なると、この世界で一体誰が日本語を話すのでしょうか。J(注 16)

ご清聴ありがとうございました。

(2004年 6月 22日 筑波大学人文社会学系棟にて発表)
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