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　イ ン タ

ー
ネ ッ トと い う コ ミ ュ ニ ケ

ーシ ョ ン メ デ ィ ア が 誕 生 し て 30有余年が 経過 し．様々 な 点で対 面 コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ

ン と比 べ た劣位 性 を指摘 され な が ら も，多くの 人 々 が ネ ッ トを介 した コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン を積極 的 に 受け 入 れ，活用 し，
多 くの メ デ ィ ア 形 態 を進化 させ て きた ．特 に最 近注 目 され てい る プ ロ グ，SNS な ど で は ，ネ ッ トコ ミ ュ ニ テ ィ で の 自己

表現 と他 者 と の 交流 が 盛 ん で あ る 、こ う した コ ミ ュ ＝ テ ィ で 生 じる ポ ジ テ ィ ブ ・ネガ テ ィ ブ 両 方 の 事象 を採 り上 げ，対

人コ ミ ュ ニ ケ
ーシ ョ ン 行動 と心 理 との 関係 につ い て，社会 心理学 の 実証的研 究 を紹介 しなが ら解説す る，

キ
ーワ ー

ド ：ネッ トコ ミ ュ ニ テ ィ ，対 人 コ ミ ュ ニ ケ
ーシ ョ ン ，対 人魅力，集団規範

1． は じ め に

　人 は一人 で 生 きる 存在で は な い ．多 くの 人 々 とか か わ

りを持ち，互 い に 支 え，支 え られ な が ら生 き て い る ．こ

う した 対人関係 の 総体 が 「社会」で ある ．イ ン タ
ー

ネ ッ

トは，元 来は コ ン ピ ュ
ータ同士 をつ な ぐネ ッ トワーク と

して 考 え 出 さ れ た仕組み だ が，今で は こ う した 対 人 関係，

そ して 社 会を支 え る た め の ，人 間同士 をつ な ぐネ ッ ト

ワ
ー

ク と して活用 され て い る．今 こ の 瞬間に も，ネ ッ ト

ワ
ーク上 で 多く の コ ミ ュ ニ テ ィ が 産声を上 げ，ま た そ こ

で 多 くの 人 々 が 相互 作用 を行 っ て い る ．本稿 で は，イ ン

タ
ー

ネ ッ ト上 の バ ーチ ャ ル な コ ミ ュ ニ テ ィ （以 下，ネ ッ

トコ ミ ュ ニ テ ィ と呼ぶ）にお け る利用者の対人 コ ミ ュ ニ

ケーシ ョ ン 行動の 有様 と，そ う した 行動 と個 人 の 心 理 と

の 関係 に つ い て ，社会心理学的研 究 を 紹介 しなが ら解説

す る ．

2． ネ ッ トコ ミ ュ ニ テ ィ の歴 史

　イ ン タ
ー

ネ ッ トが 我 々 の 社会生活 に 浸透 し て きた ス

ピードは 目覚ま しい ．そ の 勃興 期 に は，研 究者 や コ ン

ピ ュ
ー

タ技術者な どの ご く限 ら れ た 利用者 し か い なか っ
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た イ ン タ
ー

ネ ッ トが こ れほ ど まで に 身近な存在 とな っ た

の は，通信 に 関す る規制緩和 や，コ ス ト削減 を生 み 出 し

た 技術 の 格段 の 進歩と と もに ， 1991 年に そ の 基 本技術

が 開発 さ れ た World 　Wide 　Web （以 下 Web ）の 登場 に 負

う と こ ろ が 大 きい ． Web は
， ネ ッ ト ワーク 上 の 不 特定

多数 の 人 と，従来 よ りもは る か に容易に 文字 ・グ ラ

フ イ ッ ク イ メ
ージ ・

音声な どの マ ル チ メ デ ィ ア 情報 をや

りと りす る こ と を可能 に した． Web の 登場 に よ り，コ

ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン メ デ ィ ア と して イ ン タ
ー

ネ ッ トを利用

す る 人 々 が 爆 発 的 に 増加 し，イ ン タ
ーネ ッ トは，個 人 が

送 り手 に な っ て 行 うパ ー
ソ ナ ル コ ミ ュ ニ ケー

シ ョ ン
ω

の

場 と し て大 きな役割を果 たす よ うに な っ た．

　個人 が Web で能動的 に情報の 送 り手 と な る た め に は

様 々 な 形態が あ る が，最 も主 要 な手段 が Web サ イ トの

構築 で あ る ，個人 に よ る Web サ イ トの 作成 ・公開 が 盛

ん に 行 わ れ 始 め た の は ， 1990 年代 半 ば ご ろ で あ る，そ

し て ，数多 くの 佃 人 Web サ イ トは，様 々 な き っ か け を

探索 し て 連帯 し，相互 の コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン を基盤 と し

て 議論 した り交流 した りす る ため の コ ミュ ニ テ ィ を形成

す る よ うに な っ た． Web で は，ハ イ パ リ ン ク を通 じて

容易 に 幾つ もの サ イ ト （す な わ ち そ の 作者た ち）が 厂つ

な が る 」 こ とが で き，また その つ なが りは 作者以外 の 閲

覧者 に対 し て も可視化 され る ．こ の 可 視化 に よ っ て
， そ

れ ぞ れ の サ イ ト同 士 の つ なが りは弱 い 紐帯に よ る もの で

あ っ て も，血 縁
・地 縁 とい っ た 従来 型 の コ ミ ュ ニ テ ィ の

柱 とな っ て き た 強い 紐帯 と 同程度，あ る い は それ以 上 の

結 び付 きの 強 さ を発揮 し得 た の で あ る，
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　個 人 Web サ イ トの コ ン テ ン ツ に は，そ の 目的 に応 じ

て 大 きく分け る と 2 種類があ る，一
つ は，作成者本人が

自分自身で 作成 ・更新 を行 い ，自分 自身や 自分 の 持 つ 情

報 を積極的 に表現 す る た め の もの （プ ロ フ ィ
ー

ル，趣味 ・

特 技 に 関す る 情報 な ど） で あ り，も う
一

つ は，作成者 以

外 の 他者の 参加 が あ っ て 初め て 成立す る，閲覧者 との 積

極的な交流 を志向す る もの （掲示板，チ ャ ッ トル ーム な

ど）で あ る．つ ま り，ネ ッ ト上 で の パ ー
ソ ナ ル コ ミ ュ ニ

ケー
シ ョ ン の 動機は 「自己表現」 と 「他者 と の 交流」 に

集約す る こ とが で きる ．そ し て ，そ の 両者 の 特徴 を併 せ

持 っ た 融合点 の よ うな存在と して 登 場 し た の が Web 日

記 で あ り，更 に は現在の ネ ッ トコ ミ ュ ニ テ ィ の 中核的存

在 で あ る プ ロ グや SNS で ある ．ネ ッ トコ ミ ュ ニ テ ィ は，

草創期 の 電子 メ
ー

ル の み を介 して い た こ ろ か ら数える と

今 や 30年以上 の 歴史を持 つ が ，利 用 者 の ネ ッ トコ ミ ュ

ニ テ ィ 参加 に 対す る基 本 的 な 動機付け は ほ と ん ど変化 し

て い な い ．もち ろ ん ，技術進歩 に 伴 っ て 利用形態 に は 大

きな変化が 見 られ て は い る が，そ れ は 「自己表現」と 「他

者 との 交流」 を よ り容易に 実現 で き る ような方向に 進 ん

で き た （ある い は，それ に 沿 うサ ービ ス が 利用者 に選好

され，生 き残 っ て い る ） とい っ て よ い ．

3．　 ネ ッ トコ ミ ュ ニ テ ィ に関 する

　　社会心理 学的研 究

　ネ ッ ト コ ミ ュ ニ テ ィ に お け る コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン

（CMC ：CQ 皿 puter
−Mediated　Communication ） は，対 面

の そ れ （FtF ：Face−to−Face　 communication ） と は 異 な

る 特性 を持 っ て お り，そ れ らが 引 き起 す ポ ジ テ ィ ブ／ ネ

ガ テ ィ ブ 両方の 事象 が 数多く観察 され て い る．CMC は，
コ ン ピュ

ー
タ ネ ッ トワ

ー
ク と い う技術 を利用 した コ ミ ュ

ニ ケ
ー

シ ョ ン で あ る から，そ の 技術 が 持 つ 特徴 を反映 し

た も の と な り，そ れ が 技 術 を 利 用 し な い FtF と 異 な る

特徴 を 持つ の は あ る 意味当然 の こ とで あ る とい え る．も

し，単 に技術 の み が 入間の コ ミュ ニ ケ ーシ ョ ン 行動を規

定す る な らば，様々 な形態を持ち，様々 な 人 に よ っ て 様々

な 状況 で 展開 され る CMC の ど こ で あ っ て も同様 の 現象

が 常 に 起 る は ず で あ る ．しか し，実際 に は 必ず し も そ う

で は な い ．更 に，技術決定論 に依拠 した の で は，「なぜ 」

CMC が FtF と は 異 な る 特性 を持 つ に 至 る の か に 関す る

説得的な議論 は で きな い ．そ こ で ，社会心理学者 た ちは ，

彼 らの 中心的命題 で あ る 「状況 に対す る 人間の 反 応 メ カ

ニ ズ ム の 解明 」 に 関 し て 従 来蓄積 さ れ て き た 知見 を

CMC 状況 に 適用す る こ と に よ っ て ，そ の 「なぜ 」 を読

み 解 こ う と試み て い る．以下 ，
こ うした 社会心 理学的研

究を紹介しな が ら，ネ ッ トコ ミ ュ ニ テ ィ で 起き る様 々 な

現象 の 発生 メ カ ニ ズム を 考 え る，

　3．1　対人魅力 と CMC

　社会心理学 の 主要 テ
ー

マ の
一

つ に 「対人魅力」の 研究

が あ る．こ の 分野 で は，人 は どの よ うな他者 をどの よ う

な状 況で 好意 的 に 認知 し，好意 的 な感 隋 を持ち，接 近 を

試み る の か に 関 し て 多 くの 研究 が 行 わ れ て い る ．例 え ば，

ネ ッ トコ ミ ュ ニ テ ィ で多くの 恋愛事例 が 観察 さ れ る こ と

と，対照 的 に 「ネ ッ ト上 で の 付 き合 い に は 慎重 に な る」

と い う意見が 多 くある こ と は，この 対 人魅力と い うコ イ

ン の 表裏 で あ る と考 えられ る．

　 こ の コ イ ン の 表裏 に 大 き くか か わ る CMC の 特性 は ，

対面 を伴わ な い コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン で あ る点で あ る．

CMC は 対面 を伴 わ ない た め ，コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン の 際

に相手 に伝 わ る 情報 に，社会的手掛か り （性別 ・年齢 ・

民族な ど）や 非言語的手掛か り （表情 ・ジ ェ ス チ ャ
・声

の 調子 な ど） とい っ た視覚的 な手掛か りが 含 まれ な い ．

FtF で は
，

こ う した 情報が 顕在化す る こ とが ，時 に コ ミ ュ

ニ ケ
ー

シ ョ ン 場面 に お け る 「格差」を感 じさ せ る こ とが

あ る． CMC に お い て，コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン 内容が 外見

や社会的 地 位 とい っ た 情報 を伴わ ず に相手に伝達 され る

こ とは，こ う した 「格差」 に 対す る 危 ぐを低下させ る か

ら，多 くの 人 々 に 平等 に ア ク セ ス す る可 能性 を増大 させ

る．例 え ば， Sproull　and 　K 量esler
〔z）

は，社 会 的 地 位 が 低

い 個人 と高 い 個 人 の 発言率 の 差が， FtF よ りも CMC で

は小 さ くな り， CMC で は社 会的地位 が 低 い 個人 が よ く

発言する ように な る こ とを明 らか に して い る．つ まり，

ネ ッ トコ ミ ュ ニ テ ィ で は，自由な 自己表現 に よ る コ ス ト

が 低 下 す る の で あ る ．そ うなる と，普段 の 自分 とは 異 な

る 自分が 表現 さ れ る こ と が考え られ る．

　現実社会 に お け る 自分 と は異 な る 自分 の
一

つ に 「本当

の 自分」が あ る と考えられる，世間 の しが らみ があ っ て ，

あ る い は他者 か らの 評仙懸念 に と らわれ て 普段 は 表出 し

に くい が ，本来 の 自分 は こ うなの だ，とい う意識 を，多

か れ 少 な か れ 人 は だ れ で も持 っ て い る だ ろ う．こ う した

本 当 の 自分 が ，
CMC で は 表現 さ れ や す い ，例 え ば

McKenna 　and 　BarghC3｝は，ニ ュ
ース グ ル

ー
プの ロ グ 分析

と参加者 を 対象 と し た 質問紙調査 の 結果，同性愛
・SM

愛好 の よ うに 現実社会 で はマ イ ノ リテ ィ か つ 存在が隠さ

れ が ち な ア イ デ ン テ ィ テ ィ を持 つ 人 々 に よ っ て 形成 さ れ

た ネ ッ トコ ミ ュ ニ テ ィ で は，そ うで は な い （現 実 社 会で

主流 の ，あ る い は 存在が
一

見 して 明 らかなマ イ ノ リテ ィ

の） コ ミ ュ ニ テ ィ よ りもメ ン バ ー
の 関与が 積極的で ， な

お か つ そ の 積極性 が 利用者本人の 自己受容を増大 させ ，

現実社会 で の カ ミ ン グ ア ウ トを 促進 し，社会的孤 立 を低

減 して い る こ と を明 ら か に して い る ．また，オ ン ラ イ ン

カ ウ ン セ リ ン グ の 有用性も，多くの 研 究で 確か め られ て

い る．コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン 主体同士 が 物 理 的な時間 と空

間 を共有 しなけれ ば ならな い 「対面」 を伴 う必要が な い

の だか ら，コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン す る た め に 時間を割 く必

要も激減し，短期 間 に 非常 に 濃密 な や り とりをす る こ と
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も可能 に な る．こ う し た こ とか ら，ネ ッ トコ ミ ュ ニ テ ィ

にお い て は，FtF で は 発 生 し得 な い 自由な コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン が展 開 さ れ る 可能性が あ り，素 の 自分 を さ ら け出

し合 う こ とで ，急 速 に深 い 相 互 理 解 に進展 す る傾 向が あ

る，そ して ，自分 の こ と を親 しく打 ち明け る行動，すな

わち自己開示 の 深 さが増 す こ と は，相手 の 好意度 を増

す
｛4）

の で，
一

度 も会 っ た こ との な い 二 人 が 恋 に 落 ち る

「ネ ッ ト恋愛」 が発生 しや す い の で あ る，しか も， CMC

に お い て は ，ハ イ パ パ ー
ソ ナ ル コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン と呼

ばれ る， FtF に よ る 同等水準 の 相互作用 で 経験 す る も

の を上 回る水準 の 感情 や 情動が 生 じ る例 が 幾 つ か報告さ

れて い る   ．こ れが発生す る こ と に よ り，ネ ッ ト恋愛が

よ り熱烈 に な る こ と も容易 に 想像 され よ う，

　 しか し，対面 を伴わ な い とい う CMC の 特性 が，い っ

も人 間同士 の きず な を深 め る 方 に ば か り作 用 す る わ け で

は ない ．「本当 の 自分」を 表出 しや す くな る こ と と同 じ

くら い ，「偽 の 自分」を演 じ る こ とも， また 容易 な の で

あ る，視覚的手掛 か りが 含 まれ な い こ とに よ っ て，コ ミ ュ

ニ ケ
ーシ ョ ン 中 に うそをつ くこ との コ ス トが低下 し，ま

た 同 時 に，相手 の 発言 の 虚実 を確認す る こ と も困難 に な

る， Cornwell　 and 　Lundgren 〔¢
は，チ ャ ッ ト ル ーム 利 用

者 を対象 と して ，現実 の 社会 生 活 と ネ ッ トコ ミ ュ ニ テ ィ

の 両方 で うそをつ い た こ とがあ る かどうか を調査 した結

果 か ら，うそ が つ か れ る 絶対的 な 比率は どち らの 場合 で

も全 体的 に 低 い 水準 に あ る もの の ，「年齢」 や 「身体的

特徴」 に 関 し て は ネ ッ ト コ ミ ュ ニ テ ィ で うそが つ か れ や

す い 傾向 （ネ ッ トコ ミ ュ ニ テ ィ で つ か れ る 「年齢」 の う

そ 23％，同 「身体的特徴」 の うそ 28％ ；現実 の 社会生

活 で の 「年齢」の うそ 5％，同 「身体的特徴」の うそ 13％）

を見 い だ して い る．見た目が分か る とご まか しの 利かな

い 点 に 関 して ，CMC で は うそ の 自由度 が 高 い の で ある．

こ う した うそ が 横行 して い る と考 え る な らば，ネ ッ トコ

ミ ュ ニ テ ィ で 出会 っ た 相手 の 自己 表 現 な ど し ょ せ ん は

「まゆ つ ば物」 と考え る 人が い る の も当然だ ろ う．

　更 に，CMC で は完全 に匿名で コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン に

参加 した り，何度 もハ ン ドル ネ
ーム を 変更 し て

一人 で 複

数人を演 じる こ と も容易 で あ る．つ ま り，個 人を特定 さ

れ な い ／ で き な い 状況 で もコ ミュ ニ ケーシ ョ ン が 成立す

る，また，ネ ッ ト コ ミ ュ ニ テ ィ は，現実社会 の コ ミ ュ ニ

テ ィ よ りも参加す る 際 の 障壁が少 ない の と同時 に ，そ こ

か ら離脱す る こ と に もリ ス クが 少 ない ．つ まり，次 に い

つ 同 じ相手とや りとりで きる か どうか は，相手 にせ よ時

期 に せ よ特定す る こ とが 難 しい の で ある，人 は，接触頻

度 が多い 他者 に 対 して
， そ うで ない 他者 よ りも好意 を抱

きや す い 傾向が あ り，
こ れ を単純接触効果 と呼 ぶ （接触

対象 を 人 間の 顔以外 の も の ，例えば文字や 図形に変えた

場合 で も 1司様 の 効果 が 観察 さ れ て い る）
ω ．ま た，だ れ

か と共同作業を行 うよ うな場面 で ，長期間同 じ メ ン バ ー

で作業す る と い う予 期 を与え られ た場合 は ，
一

回 限 りで

終了 す る と教示 さ れ た場合に 比 べ る と，メ ン バ ーた ち は

相互 に 好意的 な態度 で 接す る こ と も知 られ て い る
Ce），こ

う し た こ とか ら 考 え る と，接触頻度 の 効果 が 期待 で きな

い CMC で は，相手 に好意 的 な 感情 を持 ち に くか っ た り，

持 た れ に くか っ た りす る 場面 も多くある に違 い な い ，

　 こ の よ うに， CMC に おい て，　 FtF で は 当然 の よ うに

伝達 され る様 々 な手掛 か りが ろ過 さ れ る こ とは，そ こ で

築 か れ る 対 人 関係 に 対 して ，ポ ジテ ィ ブ に も，ネガ テ ィ

ブ に も作用す る の で あ る ，

　3．2 集団 規範 と GMC

　次 に ，ネ ッ トコ ミ ュ ニ テ ィ とい う 「集団」 で しば しば

生 じる ，ある ネガ テ ィ ブ な現象 に つ い て 考え て み よ う．

そ れ は 「炎上」で あ る．炎上 とは，主 に プ ロ グ の よ うな

「自 己 表 現 」＋ 「他 者 と の 交 流 」複合 型 の ネ ッ 1・コ ミ ュ ニ

テ ィ に お い て ，作者 の 自己表現 に対 して
， 他者か ら の （ほ

とん どの 場合ネガ テ ィ ブ ／ 誹謗中傷的な） コ メ ン トが 集

中的 に寄せ られ る こ と をい う．こ の 言葉 は，ネ ッ トニ ュ
ー

ス な ど古典的な CMC メ デ ィ ア に おい て しば しば 生 じた

言 い 争 い や け ん か の こ と を ftaming （フ レ
ー

ミ ン グ，「炎

上 す る」 の 意）と呼 ぶ こ と に 由来 して い る，つ ま り，プ

ロ グ に 限 らず，以 前 か ら多くの ネ ッ トコ ミ ュ ニ テ ィ で 同

種 の 現象が発生 して い たの で あ る．こ うした炎上が発生

す る心理的 メ カ ニ ズ ム は，
一

体何な の だろ うか．次 の 社

会心 理学的研究を ヒ ン トに して 考えて み よ う．

　Zimbardo は，匿名性 が 保証 さ れ た り責任 が 分散 し た

状況 に置 か れ る た 個人 は ，自己規制能力 が低下 す る た め

に，通常 の 祉会的規範 （守る べ きル ール ）を守らず，非

合理 的で 衝動的 な 行動 に 走 りや す く，また そ れ が 周囲 の

他者 に伝染 しや す くな る こ と を，模擬監獄 を使 っ た実験

で 実証的 に 明 ら か に して い る，

　模 擬 監 獄 実験 は， Zimbard 。 を 中 心 とす る 研究 チ ー
ム

に よ っ て ユ971 年 に ス タ ン フ ォ
ード大学 で 行 わ れ た 心 理

学実験 で あ る．参加者 は ， 新 聞 の 求 入広告 （1 日 15 ド

ル の ア ル バ イ ト募集）に 応 じた 75名 の
一

般市民 か ら，

予備調査 に よ っ て 選 ば れ た 2ユ 名で ，い ず れ も心 身共 に

安定 して お り，精神的成熟度 も高 く，反社会的行為 に 関

係 した こ と が
一

度 もな い 人 物 で あ る．そ の うち ll 名 が

看守役 に， 10 名は受刑者役 に ラ ン ダ ム に 割 り当 て られ

た．参加者 た ち は，あ らか じめ 実験内容 （刑務所 を擬 し

た実験室 で ， 2 週間 に わ た っ て 囚人 な い し看守の 役割 を

演 じる こ と）に つ い て説明を受 け，契約書 に サ イ ン し て

い る．こ の 実験 で 重視 され た の は，看守 ・囚 人役の 参加

者 が それ ぞ れ の 役割 を極力 リ ア ル に 演 じ られ る よ うな状

況 を作 る こ とで あ っ た ．例 えば
， 囚人役 の 参加者 は 自宅

付近 で実験 に協力 して い た市警察に よ っ て 「逮捕」さ れ，

手錠を か け られ た．更 に は 通常 の 取調べ を受け，指紋 を

採取 され た後，目隠 しをされ て ス タ ン フ ォ
ー

ド大学 の 地

下 実験室 を改造 した 模擬監獄 に連行 さ れ，囚 入服 を着用
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させ られ，足 に は鉄 の 鎖 が は め ら れ て ，四六時中 「収監」

さ れ る こ と と な っ た ．一
方，看守役 の 参加者 は ， Zim−

bardo と研 究協力者 の 下 で 8 時 問 交替 「勤務 」 を行 い ，

ほ か の 時間 は 自宅 に 戻 り，普段 どお りの 生 活を続け る こ

とが で きた．彼 らは，囚人役 と看守役 は くじ引 きで 割 り

当 て られ た こ と，囚人 に対 して 身体的な懲罰 や 暴力を加

えて は な ら ない こ とを教示され た 上 で，制服着用 の 上 で

警笛と警棒 を持た さ れ て 「勤務」 に あ た っ た．

　実験 が 開始 さ れ て ま もな く，囚人役 と看守役 の 双方 に

顕著な変化が 見 られ 始 め た ，囚人役 の 参加者 に は 受動的

な言動が 目立 ち始め る の に対 して ，看守役は命令口調の

言動 を多 く取 る ように な り，囚人 役 を口 汚 く侮辱す る よ

うに なっ た．更 に，反抗的な態度を取 っ た と きの み なら

ず，冗 談 をい っ た り笑 い 声 を立 て た り した だ け で も看守

役 が 「懲 罰」 の 対 象 とす る よ う に な っ た の で ，囚 人 役 は

す ぐに何 の 反応 も しな くな っ た．しか し，囚人 た ちが無

反応 に な っ た 後 も，看守役 の 参加者 た ちの 攻撃 的行動 は

着 々 と増幅 し，そ れ は 事前 に禁止 さ れ て い た は ず の 身体

的 な懲罰や暴力も含ん だ もの に まで 至 っ た とい う．結局，

2 日 目 に は 囚人役 の 10 名 の うち 5 名 が 抑 うつ ・怒 り ・

号泣 な どの 病的 な 徴候 を示 し始 め た た め ，釈放 せ ざる を

得な くな っ た．結果的 に，2週 間 を予 定して い た 実験 は，

早 々 に 6 囗目に は 打切 りと なっ て しまっ た の で あ る，模

擬監獄 で 生 じた こ う した 現象 の こ と を没個性化 （de−

individuation） と呼 ん で い る
c9〕．な お，実験 に つ い て は

Zimbardo 自 身 が 公 開 し て い る Web サ イ ト （http：〃

www ．prisonexp ．org ／）で よ り詳 し く知 る こ とが で きる ．

　先 ほ ど述べ た よ う に ， ネ ッ トコ ミ ュ ニ テ ィ は 匿名性 が

高い こ とで普段の 現実社会 の しが ら み か らの 解放感が 得

られ やす い 場 で あ り，こ れ は Zimbardo が （図 らず も）

作 り出 し た 模擬監獄状況 に類似 して い る ．こ う した 場 で

は，自己 の 行動 に対す る統制力 が 低 下 す る こ と か ら，没

個性化 が 生 じやす く，その 結果 と し て ，「だ れ が 何 を 書

き込 ん だかな ど どうせ 分か らない の だか ら， や りた い 放

題 や っ て や れ」とばか りに 「炎上」 が 生 じる と考える こ

とが で き る．こ の 考 えに 沿えば，炎上 と は，CMC の 持

つ 特性 が，集団 と して あ る べ き姿を維持 しよ う と い う規

範を弱 め る こ と に よ っ て 生 じた ，無秩序 な状態 で あ る と

い える．見ず知らずの 人 の プ ロ グ に，愉快犯的に 誹謗中

傷 の コ メ ン トの 集中砲火 を浴 び せ る よ うな行為 は，こ う

し た メ カ ニ ズ ム に よ る もの だ ろ う．

　 しか し，炎上 は常 に 無秩序 の 中か ら生 じて い る の だ ろ

うか．ウ ィ キ ペ デ ィ ア 日本版 の 「炎上 （プ ロ グ）」項 に は，

「プ ロ グ に コ メ ン トが 殺到 した 事件 の 例」が 幾 つ か 挙 げ

ら れ て い る が ，そ の多 くは ， 不正 や 犯罪行為な ど，社会

的に不適切 な行為を公表した プ ロ グ に対す る 批判 の 殺到

を きっ か け に し て い る．こ う した ケ ー
ス は，先 ほ どの よ

うに，単 に 規範意識 の 欠如 した 無秩序状態 が 引 き起 し た

と解釈 す る こ と は難 しい ．む しろ，当該 プ ロ グ の 記 述 を

「許せ な い 」「糾弾す べ き」とい う共通 した考え を持つ 人 々

（集 団）が ，そ の 考 え （集団の 規範）をプ ロ グ作者 に （過

度 に）ア ピール し よ う とす る 行為 で ある よ うに 思 わ れ る．

つ ま り，ある意味そ れ は 自分 た ち の 秩序 （だと思 うと こ

ろ の もの ） を維持 し よ う とす る た め の 行為で あ る．

　 そ こ で，没個性化 が 生 じる こ とで ，かえ っ て 集団 と し

て の 規範が 強まり，そ れ が 「炎上」を引 き起す とい う考

え 方 を紹介し よ う．こ れ を 「没個性化効果 の 社会的 ア イ

デ ン テ ィ テ ィ 的解釈 （SIDE ）」 とい う．

　社会的 ア イ デ ン テ ィ テ ィ 理論
 

で は
， 我 々 の ア イ デ

ン テ ィ テ ィ は社会的 な もの と個人的なもの から成 り立 っ

て い る と考 え られ て い る．社会的 ア イ デ ン テ ィ テ ィ とは，

個人 の ，自らが所属 して い る 集団（「A 大学 の 学生 で あ る」

と い っ た 現 実集 団 へ の 所属 と，「B 政党 を支持 し て い る 」

とい っ た抽象的 な 集 団 の 両 方 を含 む） へ の 所 属 意識 の こ

とで あ る．対 して 個人的ア イ デ ン テ ィ テ ィ とは，性格や

能力な ど 内的属性 の 点か ら，自分 と い う個人が 他者 と は

異 な る存在で ある と理解す る こ とで あ る．Reicher〔ID は，

没個性化が 進み ，個々 の 違 い が 分 か りに くい 状況 で は，

個人 は 集団 に 没 入 し，社会的 ア イ デ ン テ ィ テ ィが E 立 ち

や す く な る （脱個 人化 （de
−
personalization）す る ） た

め に，集団規範 に 同調す る行動が 現 れ や すい と主張し た ，

こ れが SIDE 理論 で あ る，

　Spears，Lea ，　and 　Lee 〔lz〕は，社会的 ア イ デ ン テ ィ テ ィ

の 目 立ち や すさ を実験 的 に 操作 した研 究 に よっ て，

SIDE 理 論 を 検証 した．こ の 実 験 で は， 3名 の 学 生 が 電

子会議 シ ス テ ム を使 っ て 議論 を行 う際 に，全 員 を一つ の

部屋 に集 め る か 個別 の 部屋 に入れ る か に よ っ て 視覚的匿

名性 を操作 し，ま た，各参加者が 同 じ集団 に 所属す る メ

ン バ ー
で あ る と教示す る か そ れ ぞ れ無関係の 個人 である

と 教示 す る か に よ っ て 社会的 ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 目立 ち

や す さ を操作し た．参加者 は，事前 に 議論 の テ ーマ に つ

い て の 意見分布 に 関す る 具体 的な 情報 （例 え ば，賛成 と

反対 の どち らが 多数派か） を与 えられ た上 で ，個 人の 態

度 を問われ る．集団 で の 議論 の 後 に，再度個 々 の メ ン バ
ー

の 態度 を 測定して ，事前 に 測定 した態度 か らの 変容 の 程

度 （多数派 の 意見一集団 と して の 規範的態度 に 近づ くか

ど うか）が 求め ら れ た ．こ の 実験 の 結果 ， 匿名性が あ り，

社会的 ア イ デ ン テ ィ テ ィ が 目 立ちやすい 条件で，個 人の

事後 の 態度が最 も集団 と し て の 規範的態度に近 い 方向に

変容 し，逆 に，匿名性があ っ て も個人 ア イ デ ン テ ィ テ ィ

が 目立ちや す い 条件 で は，全 く逆方向 の 変容が生 じて い

る こ とが 分 か っ た．更 に，こ の 実験 の よ う に 人 為 的 に 集

団 の メ ン バ ー
で あ る こ と を 「押 しつ け る 」の で は な く，

事後的 に 発生 した 集団の 相 互 作用 に お い て も同様 の 現象

が 起る こ とが ，別 の 研 究
u3〕

で確認さ れ て い る．こ の 結

果 は，ネ ッ トコ ミ ュ ニ テ ィ に お い て ，マ イ ノ リテ ィ の 意

見が よ っ て た か っ て た た か れ た り，個人や 企業 の 不正 に

「炎 上 」 の 矛 先 が 向 け られ る 現 象 に そ の まま当 て は め ら
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れ そ うで あ る．更 に ，先 に 言及 し た ハ イ パ パ ー
ソ ナ ル コ

ミ ュ ニ ケーシ ョ ン が こ こ で も生 じる とすれば， その 程度

は FtF に お け る 批判や 非難 よ りも強烈な もの に な る こ

とが 予想 さ れ よ う，

　 た だ し，こ こ で 注意 し た い の は，人 々 は ネ ッ トコ ミ ュ

ニ テ ィ にお い て，そ して そ こ で あ る 集 団 に与 す る こ と で，

必ず個人の と きよ りも過激な 行動を 取 る よ うに な る，と

い う単純なプ ロ セ ス で は ない とい う点 で あ る．あくま で

も，あらか じめ個 々 人 に よ っ て 支持 されて い る意見があ

り，そ れ が 多数派で ある ときに ，集 団 を多数派 が 主導す

る と い う流 れ が で き，そ の 流 れ の 中で そ の 意見が 更 に 強

化 さ れ ， そ の 意見 に 従 わ な い もの を徹底的 に 攻撃す る よ

うな行為が 生 じや す くな る の で あ る．

　 こ の よ うに，ネ ッ トコ ミ ュ ニ テ ィ で 生 じる ネガ テ ィ ブ

な現象 と して よ く例 に 出 され る
「
炎 上 」 は，無秩序 が 生

み 出す混乱からも，秩序 を （過度 に ）維持 しようとす る

行動 か ら も，誘発 さ れ る可 能 性 が あ る とい え る．

4． ネ ッ トコ ミ ュ ニ テ ィ の 未来

　本稿 で は，ネ ッ トコ ミュ ニ テ ィ に お ける 「自己表現」

と 「他者 との 交流 」 を目的 と す る コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン に

お い て 生 じる，ポ ジ テ ィ ブ ・ネ ガ テ ィ ブ 両 方 の 現象に お

け る対 人 コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン 行動 と心 理 と の 関係 を，社

会心理学的な実証的研究 を踏まえ，特 に対 人魅力 と集団

規範 をキ
ー

ワ
ー

ド として 解説 した，

　現在，着実に 進 む利用者の 増加 や 技術 の 進歩 に よ っ て ，

ネ ッ トコ ミ ュ ニ テ ィ と現実社会 に お け る コ ミ ュ ニ テ ィ と

の シ ーム レ ス 化が 進 ん で い る．こ こ で 採 り上 げた研究 の

中 に は 1990年代の もの も多 く，「現在の 我々 の 状況 に当

て は め る の は 困難 な の で は な い か 」 と い う疑問 を持た れ

た 方 もあ る かもしれない ．確か に，我 々 の 社会生 活 に 占

め る ネ ッ トコ ミ ュ ニ テ ィ の 比重 は，ほ ん の 数年前 と も比

べ もの に な ら な い ほ ど大 き く，そ れ は こ れ か ら も増 して

い くこ と だ ろ う．しか し一方 で ，ネ ッ ト社会
・
現実社会

双方 の コ ミ ュ ニ テ ィが 完全 に 同質 に なる こ と は なく，ゆ

え に，程度の 差 こ そ あれ ， ネ ッ トコ ミュ ニ テ ィ で展開 さ

れ る対 人 コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン 行動に は，こ こで採り上げ

た 視覚的手掛か りの 欠如 や 匿名性 の よ うに，物理 的な空

間 と 時間 を 共有す る か ど う か と い う違 い を 反映 し た

CMC の 特徴が表れ る は ず で あ る．ま た，こ うした特徴が ，
コ イ ン の 表裏の よ うに，あ る状況 で は ポ ジ テ ィ ブ に，別

の 状況で は ネガ テ ィ ブ に作用す る こ と も，恐 らく同様 で

あ ろ う．我 々 に と っ て 必要 な こ とは，ネ ッ トコ ミュ ニ テ ィ

の 持つ 特徴 とメ カ ニ ズ ム をよ く知 り，そ の 善 し悪 しの ど

ち らか だ け
一面 的 に 眺 め る の で は な く，自 ら の 幸福 な 社

会生活 の 実現 の ため に どうポジテ ィ ブ に 生 か す か を考

え ， 適切 な 選択 を志向す る こ とで は な い だ ろ うか，そ う

した 試 み が あ っ て こ そ ，ネ ッ トコ ミ ュ ニ テ ィ で の コ ミ ュ

ニ ケ ー
シ ョ ン と現実社会で の 生 活 との 問 に， よ り豊 か な

関 係 が 育 まれ る は ずだ．
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