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メ デ ィ ア が もた らす環境変容 に関する意識調査

　　　　一 電車内の 携帯電話使用を例に して一

An　Attitude　Survey　on 　Environmental　Changes　Caused　by　the　Media

　　　　
− Fecusing　on 　the　Usage　of 　Mobile　Phones　in　the　Train一

石川　幹人
＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　旨

　本論文は，メ デ ィ ア が もた らす環境変容に関する意識調査の 一例を報告 し ，それ を通 し て ，メ デ

ィ ア環境の 設計に お け る意識調査の 役割の 重要性を指摘する。本研究で は ，電車内 の携帯電話 使用

は控えるべ きとい うマ ナ
ー

に注 目し T 大学生 の 意識を調査 した 。
い くつ か の社会学の 文献で は共同

体仮説 （マ ナ
ーは携帯電 話 が 電 車内の

一
時的な共同性を破壊する こ と に由来する〉が提唱 されて い

る が，本調査で は音仮説 （マ ナ
ーは単に音が うる さい こ とに由来す る）の ほ うが有 力であ るとい っ

た結果が 得 られ た c しか し，共同体仮説を支持する少数意見 も得 られ た。また ，心理 的な不安傾向

と の 相関 も調査し た が ，顕著 な相関傾向 は 得 られ な か っ た
。 情報 メ デ ィ ア の 発展 に 伴っ て 我 々 の 生

活様式に急速な変化が 及 ん で い るの で ，こ う し た 意識調査 を機動 的 に 行 っ て ，そ の 結果 が メ デ ィ ア

環境 の 良好 な設計 に 反映 され る こ と が 望 まれ る e

　　　　　　　　　　　　　　　　 Masato　Ishikawa
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Abstract

　This　paper　reports 　an　attitude 　survey 　on 　environmental 　changes 　caused 　by　the　media ，　and 　shows

that　such 　surveys 　can 　play　important　roles 　in　the　design　of 　our 　media 　environment ，丁五is　research 　su 卜

veys 　undergraduates
¶

attitudes 　focusing　on 　the　manners 　that　we 　should 　refrain 　from　using 　mobile

phones 　in　the　train．　Although　some 　articles　on 　sociology 　propose 　the　community 　hypothesis　that　the

manners 　originate 　from　breaking　a　temporary　community 　formed　in　the　train，　the　result 　of　this

research 　indicates　the　dominance　of　the　sound 　hypothesis　that　the　manners 　originate 　in　annoying
sounds 　generated　by　the　usage 　of　mobile 　phones ．　In　the　result ，　however，　some 　opinions 　which 　support

the　community 　hypothesis　are 　found．　The　correla 嶬on 　analysis 　of　the　result　with 　Manifest　Anxiety　Scale
shows 　no 　prominent 　significance ．　The　design　of　our 　media 　environment 　should 　be　improved　timely　by
such 　surveys ，　since 　our 　life　style　has　radically 　changed 　in　proportion　to　the　development　of　the　infor−

mation 　media ．

1 ．は じめ に 　メデ ィ ア環境と電話

　近年 t 情報 メ デ ィ ァ の 多様化 ・輻輳化が進 み ，

我 々 の 日々 の 生活 に も急速 な変化 が 及ん で い る 。

こ うした現代 の 情報社会 にお い て ，良好 な メ デ ィ

ア 環境の 設計はます ます重要 に な っ て い る。マ ク

ル ーハ ン が言 うように ，メ ッ セ ージ の 内容で な く，

メ デ ィ ア 自体が我々 ，あ る い は 自分自身に 対する

＊ 　　 明治大 学文学部 ・情報 科学セ ン タ
ー

　 　 Meiji　University

関係を変え る
匚！］

の で あ るか ら，メ デ ィ ア の あ り方

自体を我々 の 生活環境の 重要な要素 と捉えて
，

そ

れ を社会制度の なか に位置づ けて い く必要がある。

情報 シ ス テ ム を設計す る場合 も，それが利用 され

る状況 ・文脈 をふ まえ ，生活環境の 総体 と して 捉

える視点が重要視され る。そ うし た利用者本位の

設計思想が ，た とえば 「記憶指向の 惰報環境設計」

と い うか たちで提言 されて い る
［2］

。

　数 あるメ デ ィ ア の なか で も，電話 は メ デ ィ ア 受

容の 変遷 を映す恰好の研究対象と な っ て い る 。 吉

見 ら
［3J

の 描写 をみ る と ，電話 が生活の 場へ と取 り
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入 れ られて い く過程や ，それに伴 うメデ ィ ア 環境

の 変容の 経緯が よくわか る （pp ．64−68）、

電話が家庭に普及 し始め て か ら しばらく，多くの

家庭 で は こ の メ デ ィ ア を，玄関 ，それ も下駄 箱の

上 などに置い て い た 。

…電話 は，家族 の ひ とりひ

とりを外部 の 社会へ 接 続させ て い くメ デ ィ ァ で あ

る 。 われわれは電話をし て い るとき，物理的に は

家の 中にい て も，意識 として は家か ら出て ，会話

相 手と回線上 の場を共有 し て し ま っ て い る。…電

話 は ，こ の よ うな役割に 最も相応 しい 場所 ，つ ま

り家族 とい う共同体が外部の社会と接する境界部

に まず置 か れて い っ た の だ。とこ ろが ．こ の 電話

の 位置 が ，電話利 用 の 頻繁化 ・日常 化と と もに ，

次第 に応接間や台所 ，そして リ ビ ン グ ル
ーム へ と

移動 し始め る。つ ま り，共同体 と して の 家族 の 空

間 の よ り中心部へ と侵入 して い くの だ。そ し て さ

ら に ，親子電話や コ ードレ ス電話の普及 と と もに ，

電話は両親の寝室や子ども部屋に も置か れ，家族

の 各 々 の 成員を直接 ，外部社会 に 媒介す る よ う に

なるの で ある 。

…
こ うして 電話 が ，家庭 の周縁部

か ら中心部へ 侵人 し て くるよ うになると，そ こ で

の 電話 の コ ミュ ニ ケ ーシ ョ ン ，と りわけ子 どもた

ちに よ る それ は ，他の家族構戊員 ， なか で も両親

との 間 に様々 な摩擦を生 じ させ る こ と に な る 。 と

い うの も，前述の よ うに…電話 を して い る者 と回

線 の 向 こ うに 側 に い る相手 と の 間 に は ，あ る種の

声の 共同性が 成立 し て い る。こ の 共同性 は ，それ

自体は 見え ない もの で あっ て も，た とえば居間 の

片隅 で 受話器 に 笑 い か け る息子や 娘達 の姿 と して ，

他 の 家族成員に は 目に見え る もの と して現れて い

る。まさに こ の光景が ，食堂や居間で 本来 「成立

し て い るべ き」 もの と して 自明化 された家族の共

同性を不安に さ らす の で あ る。

　 こ の ほ か に も電話は ，ダ イヤ ル Q2やポ ケ ッ トベ

ル な ど，その 時代で の 先進的サービ ス の 基盤 とな

っ て お り，メデ ィ アの もた らす問題 をい ち早 く映

し出す鏡の 役割 をな して い る
「41。最近で は 1200万

人 を越 える i モ ー
ド利用者に支え られ ， 携帯電話

が イン タ ーネ ッ トの 代表的 な入口 とな りつ つ あ る 。

それに伴 っ て ，イン タ ーネ ッ トの電 子メ デ ィ ア空

間 と物理的 な空間 との イ ン タ ーフ ェ
ー ス と し て

，

電話 （と くに携帯電話）の 重要性は ます ます増 大

す るだろ う。

　本論文で は ，メ デ ィ ア環境の 問題 を投げか けて

い る 事例 と し て
， 電車内の 携帯電話使用 をと りあ

げる 。 こ こ数年の携帯電話の急速な普及につ れて ，

携帯電話利用はメ デ ィ ア論の 観点か ら重要な研究

対象とな っ て い る。1996年に は，中村
［51

が携帯電

話の 利用状況を分析 し ，満足度と の 関連性を評価

した 。 携帯電話に よる コ ミュ ニ ケ
ー

シ ョ ン は社会

の あ り方に大 きな影響を及ぼす として ， その 後 も

多角的 な議論が な されて い る 〔61
。 最近で は

， 松田

［7］
が携帯電話の利用形態を通 して若者の友人関係

の分析を行い ，「接触可能な人の増大」に起因する

「選択的な友人 関係」の 高 まりを指摘 し て い る。 電

車内の携帯電話使用に つ い て は ，今 日マ ナ
ー

の 問

題などで 注 目を集めて い るが ，メ デ ィ アがもた ら

す環境変容 を考察す るの に最適 な題材で あ る 。 と

い うの は，電 車内の 携帯電話使 用の 状況 が ，物理

的な コ ミゴニ ケ
ー

シ ョ ン空間と電話を通した メ デ

ィ ア空 間とが相互 に拮抗する場 として把握で き る

か らで あ る 。

　吉見 らの 電 話に まつ わる共同性の 議論は ，電車

内で の 携帯電 話使用 へ と展開す る こ とで ，その 問

題性が よ り明確に なる。西垣 〔S］は次の ように ，携

帯電話 に は旅 の 文化 を破壊 して し ま う共同性の 問

題があ ると し，それが 「マ ナ
ー
」の 由来に な っ て

い る可能性を指摘 して い る （pp．80−82）。

電車で か ける携帯電話 ：…車内 で の 携帯電話使用

は遠慮せ よとい う 「マ ナ
ー」は ，騒音防止 とい う

意味 で は それ ほ ど根拠が あ る と は 思 え ない の で あ

る。…考えて み ると．同 じ客車 に乗り合わ せ ると

い うの は一種の 因縁で ある。「そ で振り合うの も多

生 の 縁」と か 「旅は 道連れ世は情 け」な ど と い う

言葉 もあ っ て ，か つ て の 長距離列車で は ，隣に 座

っ た他人 同士が世間話 をか わ し，菓子 や 茶を分 け

合うとい っ た 光景 もよ く見 ら れた もの だ。こ の と

き，幼 い 子が泣 い て も団体客が騒 い で もよ い の で

ある。そ こ は
一

つ の 共同 の 場 で あり，乗客同士 は

一．碍 的 に せ よ 「他人」で は な くな るの で あ る。…

そ うい う 「客車の 中の コ ミュ
ニ テ ィ 」へ の 郷愁 は，

私た ちの 心 の ど こか に まだ残 っ て い るの ではな い

だろうか 。…携帯電話 は ，残酷に も，そうい う郷

愁を打ち砕 くの だ。…携帯電話を通 じて ま っ た く

別世界，異次元の 会話 が始ま る。その と き客車の

中で 誕生 しか け て い た一種 の 共同性は もろ くもぶ
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ち壊され て し ま うの だ 。 そして 人間同士 を分か つ

どう し ようもない 断絶 ，非情な無関係性がむ きだ

し に な る の で あ る。た い して 騒 が しくもな い 携帯

電話の 使用 が 車内で嫌われ る 理由 は ，実は共同性

をめ ぐる文化の 問題なの で ある 。

　 「マ ナー」の 由来 に関す る こ う した 主張 を，本

論文で は 「共同性仮説」と呼び ，以下で はその 妥

当性を中心に考察 し て い くこ と とす る 。

2 ．意識調査の 実施

　共同性仮説 をふ ま えて ，「電車内の携帯電話使用

に 関す る意識 調査」 と題 した調査 を，大学生 335

人 を対象に行 っ た。こ の 調査 は ，前半群 182人 と

後半群 153人に対 し
，
2回に分 けて実施 したが ，両

群の 結果の間には際立 っ た差異 は見 られて い な い

（詳細は付記 を参照 され た い ）。 調査 は次頁に 示す

文面で 行 っ た。主 に大 学 2年生 を想定 して 用語
・

言 い まわ しに留意 して作成 した もの で ある ［9】
。 な

お ，［］内の記述は ，本 論文の 説明の た めに付け

加え た ，問題番号 ，回答比率 ，その 他 の 注釈 で あ

り，調査時に は記載 されて い なか っ た もの で あ る。

各問の ［］内の パ ーセ ン ト表記が t 回答 を単純集

計 した回答 比率で あ る 。 合計が 100％ に満たな い

問い は ，その 分の 無回答が あ っ た こ とを示 して い

る 。

　本意識調査で は ，まず，A 項 目の 質 問群で携帯

電話の使用頻度 ・利用形態 を聞 き ，B 項 目 の 質問

群で 携帯電話 に対 して抱くイ メ ージ を聞い て い る 。

これら の 質問項 目で ，調査対象者の携帯電話使用

に対す るス タ ン ス の 大枠を把握す る。次 に C 項 目

の 質問群で ，電 車内携帯電 話使用 に つ い て の マ ナ

ー
認識に 関 し て 問う。調査 対象者 が マ ナ ーの 由来

をどの よ うに 自覚的に 把握 し て い るか を捉え る項

目で あ る。 D 項 目で は ，電車内で携帯電話 を使用

された こ と に よ る嫌悪感に つ い て問 う。

　続い て ，E 項 目と F 項 目で は ，　 D 項 目と似 た よ

うな状況 に お ける嫌悪感の 存在に つ い て 問 うこ と

で
，
D 項 目で の嫌悪感の 由来 を明確化する こ とを

狙 っ て い る。仮 に共 同性仮説が正 しい とすると ，

D 項 目で電車内の 携帯電話使用 に嫌悪感を感 じた

と して も，E 項目の 電車内の 直接会話 には ，必ず

しも嫌悪感 を感 じな い と想定 され る。電車内の 直

接会話は共同体内部 の 会話で t 共同性 の 破壊に は

な らない か らで ある 。 同様に ，共同性仮説が 正 し

い とす ると ，電車内の 携帯電話 使用の 嫌悪感は ，

F 項 目の ，街中に おける友達の 携帯 電話使用に関

す る嫌悪感 と関連す る，と想定 され る 。 街中に お

ける友達の 携帯電話使用は ，共同性の 破壊の 典型

とみ なせ る か ら で ある。最後に G 項目で は ，調査

対象者 自身の 電車内で の携帯電話使用経験に つ い

て 聞い て い る 。

　調査結果の 回答比率 か ら，単純に読み 取れ る内

容は ，次の 通 りで ある 。 大学生の携帯電話所有率

［A1 ］は 9割近 くの高率に達 して い る 。 所有者の 多

くは ，主に 友人 ［A3］に 対して 1 日数回程度 ［A2］，

日常的会話 を目的 ［A4］に使用 して い る 。 携帯電

話 は 自分に と っ て も ［B1］，他人 に と っ て も ［B2］

便利 な もの で あ る と評価 し て い る反面 ，周 囲へ 迷

惑 が か か る ［B5 ］な ど と して ，万 人が持 つ こ と

［B3］に は抵抗感を示 して い る。1996年の 調査 ［5］

に 見 られて い た ような
，

ス テ イ タ ス シ ン ボル と し

て の 意識 ［B4］は もはや低 くな っ て い る 。 電車内

の 携帯電話使 用に関す る マ ナ
ーの 認知度 ［C1］は

非常 に高い し ，マ ナ
ーの 存在 も多くが 是認 して い

る ［C2］［G3］。 と ころが ，電車内で携帯電話 を使

用 した い ［G1］と思 っ て い る し，実際に 使用 して

し ま っ て い る ［G2］。そ の マ ナ
ーの 存 在理 由は と

い うと ，主に 騒音で ある ［C3 ユ［C4］と して い る。

また ，電波 の 影響 も無視で きな い ［C7］と して い

る。電車内の 携帯電話使用 を見か ける こ と ［D1］

も非常 に 多く ，そ の 際に嫌 悪感 を抱 い た者 ［D2］

も9割近 くに達 して い る 。

一方 ，電車内の 直接会

話 を見か け る こ と ［E1ユ も非常 に 多 く，そ の 際に

嫌悪感を抱 い た者 ［E2］も 8割近くにな っ て い る 。

街中で 友人に携帯電話が か か る こ と ［F1］も比較

的多く，その 際に 嫌悪感 を抱い た者 ［F2］ も半数

存在する。

　 次 に各質問項目閾の相関 を分析 した 。 3つ 以上の

回答を要求 し た項 目に つ い て は ，回答比率 を参考

に して ，次の よ うに回答を 2群 に調整 した うえで

分析 した 。 ［A2］は 「1回以下」とそれ以外の 「高

頻度」に労類 ， ［A3］は低回答 で あっ た 「仕事上の

関係者」を無視 ，［D1］，［E1］，［F1］は 「数十回
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電車内での 携帯電話使用に 関する意識調査
　　　 　　　　 　　　 　　　　 　　　　 　　　 　　　　 　　　 　　　　 　　　　 　　　 　　　　 　　　 明治大学文学 部 石川幹 人

　　　　（注）本調査で 「携帯電話」とい う ときに は PHS も含み ます。O の 中は，最 も近 い 言葉 を 1 つ 選 ん で○ で 囲 ん で くだ さい 。
四 角枠内は，文章 を自由 に記 述 して くだ さい 。その際，欄 が足 りない 場合 は，用紙の裏面に 続 きを記載 して く だ さい 。似 た よ う な質問

が 複数出てきま すが，その都度，感 じた通 り を答 えて くだ さい 。本調 査 の 回答 は，表記の 目的以外の 目的に は使用 しませ ん 。 な お，自

由記述で書 か れた内容は，匿名で学術報告に掲載 され る場 合が あ りま す 。

【A ．使用 頻度 】

［A1 ］ あ なた は携帯電話 を継続的に使用 したこ とが （ある ［87％ユ ・ない ［10％ ］）。
→こ こ で ，継続的 に 使用 した こ とが 「ある」と答 え た方の み，次の 質問に 答 えて くだ さい 。
［A2 ］ その 期間の，通 話 の ため の使用 頻度は，平 均 して 1 日 （1回以下 ［12％ 1 ・数回程度 ［72％］

［A3］ 通 話の 相 手は ，主に 〔家族 ［4％ 1 ・友人 ［78％ 1 ・
仕事上 の 関係者 ［1％］）で ある 。

［A4］ 通 話 内 容 を考 え る と，（緊急の 用件 ［30％］ ・
日常的会話 ［56％ ］）の 件数の ほ うが 多い 。

・十数回以 上 〔5％D であ る 。

【B ．イ メ
ー

ジ】

あ な た は携帯電話 に対 して どの よ うな イ メ ー
ジ をも っ てい ます か 。

［B1 】 携帯電話 は私 に と っ て便 利 であ る。（そ う思 う E94％］ ・
そ うは 思 わ な い ［6％D

［B2］ 携帯電話 は多 くの 人 に と っ て便利 で あ る 。 1そ う思 う ［93％ユ
・
そ うは思 わ ない ［7％］）

［B3］ 皆が 携帯電話 を使 うよ うに する とよ い e （そ う思 う ［37
°f。ユ ・

そ う は思 わ な い 〔620f。］）
［B4］

．
携帯電話 を使 っ て い る 人 は か っ こ い い 。（そ う思 う ［60／o ］ ・そ うは思 わ ない ［94％ ］1

［B5］ 携 帯電 話 を使 っ て い る と，周 り の 人に 迷惑が か か る 。（そ う思 う ［66％ ］ ・そ うは思 わ ない ［33°fo］）

【C ．マ ナ
ー

認 知 】

［Cl］ あ なた は 「電 車 内 で は携 帯 電話 を通 話 に 使用 しな い 」 とい うマ ナ ーが あ る こ と を，
（知 っ て い る ［96％ユ ・知 らな い ［1％］〉。
［C2 ］ そ う し た マ ナ

ー
は （あ っ た ［88％］ ・な い ［8％］） ほ うが い い と思 っ て い る 。

それ で は，そ う したマ ナーが で き たの は，どん な理 由 か らだ と思 い ま す か。
［C31 携帯 電 話 は，呼 び 出 し音 が うる さ い か ら。（そ う思 う ［79°！。］

・
そ うは 思 わ ない ［21％〕）

［C4 ］ 携帯電話で通 話 す る人 が，大声 で話 す か ら e （そ う思 う ［85％］ ・そ うは思 わな い ［15％］）

［C5 ユ 近 くで 通 話 の 声が す る と，関係 な い 人 が 驚 くか ら。（そ う思 う ［34°f。】 ・
そ う は思 わ ない ［66％］）

［C6 ］ 電車内は 本来，通 話 をす る よ うな場 で は な い か ら。（そ う思 う ［41％ 〕 ・そ う は思 わ ない ［59％ユ）

［C7 ］ 携帯電 話は ，人体に 有害 ら しき電波 が出る か ら。〔そ う思 う ［64％ ユ ・そうは 思 わ ない ［36％ 〕）

【D ，被影響 的堵犬況】

［D1 ］ こ れ まで あ な た は ，電車内 で 誰か が携帯電話 を通 話に 使用 し て い る の を見 か けた こ とが

（1度 も ない ［0％］ ・数 回あ る ［9％ユ ・十数回ある ［23％］ ・数十回以上あ る ［68％ D 。
→こ こ で，見 か け た こ と が 少 しで も 「あ る 」と 答 え た 方の み ，次に 答 え て くだ さい 。
［D2］ その 車内の 携帯電話の通 話の うちで，嫌な感 じ を受 け たこ と は ，（1 度 もない ［10°1，］
半分未満 だが あ る ［52％ ］

・
半 分 以上 あ る ［21％ユ

・ほ とん ど全 ての 場 合に あ る ［16％ ］）。
→こ こ で，嫌 な感 じを受 けた こ とが少 しで も 厂あ る」と答え た方の み ，次に 答 えて くだ さい 。
嫌な感 じ を受 けた の は何故だ と思 い ま す か 。 自由 に記 述 して くだ さい 、，［記述欄省略］

【E ．　比較状況 1】
［El］ こ れ まで あ な た は．電車 内で複 数 の 人 が顔 を合 わ せ て互 い に 直接会 話 してい るの を見 か け た こ とが

（1度 もない ［2％］ ・数回あ る ［13％］ ・十数回 あ る ［「6％］
・
数十回 以 上 ある ［69％ D 。

→こ こ で，見か けた こ とが少 しで も 「あ る1 と 答え た方 の み，次に 答 え て くだ さい
。

［E2］ その 車内の会話の うちで，嫌な感 じを受 けた こ とは，（1度 も ない ［21％］
・

半分未満 だが あ る 〔64％］ ・半分以 上 あ る ［9％］ ・ほ とん ど全て の場 合 に あ る ［2°1・］）。

→こ こ で，嫌な 感 じを受 けた こ とが 少 しで も 「あ る1 と答え た方の み，次に 答え て くだ さ い 。

嫌な感 じを受 けたの は 何故 だと思い ますか 。自由に 記述 して ください 。［記述欄省略］

【F ．比較状況 2 ］

［F1］ こ れま で あなたは ，他の 人 とともに 街 を歩 い てい る ときに ，一緒 に 歩 い てい る人の うちの ひ と り に

携帯電話 が か か っ て きて，その人 が通話を始め た とい う経験が （1度 もない ［3％ ］ ・数回ある ［36％ ］ ・
十数回 あ る ［30％ ］ ・数十回以上 ある 〔32％］）。
→ここ で，そ う した経験 が少 しで も 「あ る」と答 えた方の み，次 に答 えて くだ さい 。
［F21 その 街中の携帯電話の 通 話の うちで，嫌 な感 じを受け たこ と は，（1度 もない ［43％ 1 ・

半分未満 だが あ る 〔43％］
・
半 分以 上 あ る ［7％ユ

・
ほ とん ど全ての場 含 に ある ‘3％D 。

→こ こ で ，嫌 な感 じ を受 け たこ と が少 しで も 「あ る 」 と答 え た方の み ，次に 答 え て くだ さ い 。

嫌な感 じを受 け たの は何故 だと思 い ますか 。自由に 記述 して くださ い 。［記述欄省略］

【G ．加影響的 状況 】

〔G1］ あ な た は ，も し状況 が 許 せ ば、電 車内 で携 帯 電話 を通 話に使用 した い と （思 う ［68％ ］ ・
思 わ な い ［29％］）。

［G2ユ あ な たは ，電 車内で 携帯電 話 を通 話 に使 用 した こ とが （あ る ［Tア゜f。］ ・
ない ［23 °fQ］）。

匚G3］ 使用 した 結果 f悪 い な」 と思 っ た こ と か，あ る い は 「悪 い な」 と思 っ て使用 しな か っ た こ とが （ある ［75％］ ・ない ［11％］）。
→こ こ で，「悪 い な」と思 っ たこ と が 「あ る 」 と答 えた 方の み ，次に 答 えて くだ さ い 。
「悪 い な」と思 っ たの は何故 だ と思 い ま す か。自由 に記 述 して くだ さ い 。［記述欄 省 略］

【H ．その他1
車 内の 携帯電話 使 用 に 関 し て その 他気づ い た点，お よ び，質問の 作 り方 な どの 本調査 自体に 対す る 指摘事項 な ど が あ り ま した ら，自由

に 記述 して くだ さい 。［記述欄 省嚠

回答者 ：性別 （女 ［42％ ユ ・男 ［56ef。］）［他に 学科 ・学年，姓名 の イ こ シ ャ ル を聞 い てい る 1
　　　 　年齢 （18 ［27％ ］ ・19 ［35％ ］ ・20 ［27％］ ・21 ［5％］ ・22 ［3％ ］ ・23 ［1％ 1 ・24−［1％ D
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以上 あ る」 と そ れ以外の 厂低 頻度」 に 分類 ，

［D2］　 ， ［E2］ ， ［F2］は 「1度もな い 」とそれ以外

の 「ある」に 分類 し た 。 分析に よ り相関係数の 絶

対値が r ・ 023 を越え て ，統計的に有意味で あ る

（p＜0．0001）と判断で きる もの をすべ て ，おおよそ

数値が高い 順に以下に列挙する。

（1）［D1］ ， ［E1］，［F1］の低頻度／高頻度は互 い

　に相関がある （r＝O．3（》O．35）。3状況 に 共通 した
，

学生の 活動性 の 低 さ／高 さと い っ た傾向が うか

　が える。

（2）［A1 ］，［G2］，［G3］ は互 い に相 関が あ る

　＠ 0．23−0．45）。 所有者が 「加影響的状況」 を経験

　する こ とを意味 してお り，当然の 傾向で ある。

（3） ［B1］は ，［A1 ］ （r−0．34） と，［B2］（r−O．23）

　と ，［G2］（r＝0．24）に対 して それぞれ相関 があ

　る。携帯電話が便利 だと思 う者 ［B1］が ，所有

　して お り ［A1 ］，他人 も便利だ ろ う と思 う し

　［B2］，電車内で 通 話に も使用 して しま う ［G2］

　と い う，傾向を表わす。

（4）［D2］は ，［C3］　　（r＝O．33） と ，［C4］（r＝O．23）

　に 対 して それぞれ相関が あ る。電車 内携帯電話

　で の 嫌悪感経験者 ［D2 ］は ，マ ナ
ー

が で きた理

　由を ，呼び出 し音 ［C3］や大声の 通話 ［C4］の

　た め と認識 し て い る傾 向を表わす 。

（5）［B5］は ，［C2］（r＝O．23）に 対 し て相関が あ る 。

　携 帯電話 は周 りの 人 に迷惑 がか か る ［B5］と思

　う者が ，マ ナ
ーは あ っ た ほ うが い い ［C2 ］と思

　 っ て い る傾 向が あ る 。

（6）［G1］は ，［G2］（r−O．35）　と ，［C6］ （r＝−O．24）

　に対 して それぞれ相 関 が ある 。 電車内で使用 し

　た い ［G1ユと思 う者が ，実際に使用 し て し まい

　［G2］，また．電車内は通話 をす るよ うな場で は

　ない とは思 っ て い な い ［C6］傾向を表わす。

（7）女性と，電車 内で 実際に使用 して しまう ［G2］

　（r＝O．23） との 間に も相関がみ られ た。 し か し，

　女性 は所有率が高 い ［A1］（r＝O．19）傾 向が若干

　み られるの で ，注意が必要で ある 。 ［A1］の 影響

　を除い た ，女性 と ［G2］との偏相関は，十分 に

　は有意味と言えな い値 （r・・O．17＞で ある 。

これ らの 相関関係の なか で重要 な結果は （4）で

あ り，嫌悪感の経験者がその理由を 「呼び出 し音」

や 「大声の 通話 」で ある と して い る点で ある。一

方 ，
D 項 目に対 して

， その 比較状況で あ る E 項 目

と F 項 目は ，単な る経験 では （1＞の ように高 い 相

関がみ られ たが ，嫌悪感の 経験 とい う点で は ，相

関はみ られ なか っ た 。
つ ま り ， 電車内の 携帯電話

使用に 嫌悪感を抱い た者が ，他の比較状況で 嫌悪

感 を抱 く （ある い は抱 か ない ） とい う安定 した 関

連性 はみ られ ない
，

と い うこ とで あ っ た 。 こ の 範

囲の 調査結果で は ，共 同性仮説 よりはむ しろ ，そ

れ と対立する 「音仮説」の ほ うが有力 と思われ る。

　また，各項 目で 次の ような記述が あ っ た 。 D 項

目で は ，「声が大き か っ た か ら」，「普通の 会話程度

な らOK 」 （20才 ・男）な どの音量を問題に した趣

旨の 回答が圧倒的で あ っ た。わずか に
， 「一方的な

声 し か 聞 こ えな くて気持ち悪い」（20才 ・女）と い

っ た ，携帯電話特有の 状況 を問題 に す る意 見が あ

っ た。

　 E 項目に つ い て も同様 に ，声の 大 き さを問題視

した意見が大勢 を占め た 。 な か に は単に 「D と同

じ」 と い う回 答 も多くあ り，D 項 目と E 項 目の 状

況認識の共通性を裏づ けた 。

　 F 項目で は ，「自分 と相手の との 空間に割 り込 ま

れた感が あ っ た」 （22才 ・男），「嫉妬に近 い ような

感 じ が あ っ た」 （18才 ・男）な どと，一転 して ，共

同性の破壊を問題 に した回答が多くみ られ た 。

　 G 項 目で は ，「寝 て い る人が い た か ら」（18才 ・

女）と ，や は り音量 を問題に す る意 見が 多か っ た 。

また ，「自分 もや られる とい や だか ら」（21才 ・男）

と い っ た回答も目に つ い た。

　 その 他の 記述 （H 項 目）で は ，「電話車両」 （18

才 ・男）や ，「車内に携帯電話 用の 空間」 （19才 ・

男）を作れば よい とい っ た現実的 な提案もあ っ た 。

後半群で は ，ペ ー ス メ
ー

カ
ーを理由に した規制の

問題に関す る否定的意見が ，多くあ っ た （付記参

照）。

3．状況比較 に 関する追加調査

　大澤
［1°］は ，先の 西垣 と同様 ，共同性仮説 の 立

場 に立つ
。 さらに ，電車内の 携帯電話使用に まつ

わ る嫌悪感は ，共同性 の 破壊 に由来 し ，音の 大 き
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さに 由来す る もの で は な い と 、と く に 強調 し て い

る （pp．61−62）。

電車で だれ かが携帯電話 をか け て い る と ，異様に

う る さい 気が して くる。こ れは t べ つ に音が大 き

い か らうるさい わ けで は あ りま せ ん 。隣で 雑談 し

て い て もそれほど うるさくは あ りませ ん が ，携帯

電話 で ひ そひそと話 される と ，もの すご く不愉快

な気が して くる 。

…人間 と い う の は 不思議な もの

で ，
一

緒に 同 じ空間 を占め て い れば，お互 い に は

ほ と ん ど無関心だけれども，
…無意識の 連帯感を

持つ もの なの で す。…本 当に は か な い
一．一瞬の 共同

性がそ こ でで きて い るわけで す。…
そ こ で …人電

話をか けて い る人が い る と …その 人は ，目の 前に

い るの に ，
一

人だ け プ ラ イベ ー 5 な個室 に 隠れ て

い るの と同 じ状態に なります 。

…そ こ に見 え ない

空間の 断絶が生 じ て い る か ら不快なの です。…
で

すか ら t
い く らひ そ ひ そ話 で もダ メ で す。だ い た

い ，ひ そひ そ話せ ばよけい 不快 です。音 の 大 き さ

問題ではない の です。

　今回の 調査に よると ， 電車内携帯電話使用 によ

る嫌 悪感の ，少な くとも自覚的な主原因は音の 大

き さで ある と い う結果が得 られた 。 しか し ，自由

記述 の …
部に は ，共同性仮説 を支持する よ うな コ

メ ン トも見られた 。 ことに よる と，共同性仮説 に

よ っ て説明 され うる意識や態度が ，自覚 して い な

い と こ ろで影響 し て い る か もし れな い 。そ こ で ，

次頁に示す よ うな状況比較に関す る明示的な 質問

P，Q を作成 し，共同性仮説に よ っ て 説明 され うる

意識を探 し当て る こ とを試み た 。

　質問P，Q に つ い て ，同…の 学生群 を対象に 追加

調査 し ，246人の 回答 を得た 。 これ らの 質問は比較

的複雑で あ るた め ，回答は 自由記述と し ，記述内

容 を著者が判断 して次の 分類 を行 っ た 。

（1）質問 を理解 で き な い
，

あ る い は質問を誤解 し

　た回答

（2）質問に 対 して 共感す る趣旨が読み取れる回答

（3）質問 に対 して共感 しな い 趣旨が読み取れる回

答

（4）単に共感するとい う回答

（5）単に共感 しな い と い う回答

質問P の 回答比率 ：

　 （1）　3L7％ ，　（2）　41．1％，　（3）　1＆7％ ，

　 （4）　5．7％ ，　（5）　2．8％

質問 Q の 回答比率 ：

　 （1）　13．4％ ，　（2）　9．8％ ，　（3）　44．3％ ，

　 （4）　5．3％ ，　（5）　27．2％

　単に共感す る／ しな い と い う回答は ，質問の趣

旨が理解で きて ない可能性が あるの で慎重 に扱う

必要が あるが ，（2）： （3）の 比率が ，（4）： （5）の

比率に およそ等 しい の で ，次の こ とが結論で きる 。

質問 P に つ い て ，共感す ると い う回答が ，共感 し

な い と い う回答の お よそ 2倍で あり，質問 Q に つ

い て ，共感す る と い う回答が
， 共感 しな い とい う

回答の お よそ 4分の 1か ら 5分の 1で ある 。 ただ し ，

質問文に ある 「意外 に 多く」 と い う記述が ，「共感

する」 とい う回答 を誘導する可能性 に も留意 し て

お く必要が ある。こ の 追加調査 は ，潜在的な意見

を掘 り起 こす目的で 実施 した もの で ある の で ，量

的な 「比率」よ りも質的な 「意見」を重視 して 分

析する 。

　質問 P に おけ る回答の 数字上の 比 率で は ，電車

内の 携帯通話は直接会話 と同様に 扱 うこ とが で き

ると い う主張が比較的 多か っ た 。
つ ま り音仮説の

ほ うが よ り多く支持される傾向 を示した。一方で
，

直接会話に は な い
， 携帯電話 特有の コ ミュ

ニ ケ
ー

シ ョ ン上の 特徴を指摘する具体的 な意見 もあ っ た 。

それ らは ，共同性仮説 の ほ うを支持す る もの で あ

る。たとえば ，「直接対話の 場合 は ，周 りの 状況 を

把握 で きる」 （20才 ・女）と い うの に対 して ，「携

帯で話すと通話の 方に神経が い っ て ，周 りが どん

な 目で み て い るか感 じな くな るの が問題」（21才 ・

女）と い っ た主張 は ，電車内の 生活空 間が携帯電

話の 周囲で 不健全 な状態 に なりや す い こ との 具体

的な指摘で あ ろ う 。 す なわ ち ，それが 高 じる と，

大澤が言 うような 「メ デ ィ ア空間の 断絶」 と い っ

た状況にな る とも言 える 。 「携帯で話しをされ ると，
一方的で ，誰に話 し か けて い る か わか らずと ま ど

う」 （18才 ・男）な どの 報告には ，その 断絶の兆 し

が見て とれる 。 こ うした断絶へ の予感が ，「携帯電

話で の 会話は 自己中心 的な感 じが あ り不快だ」（20

才 ・男）な どの携帯電話通話に対する漠然 とした
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不快感をもた ら し，本項目の 「共感で きな い 」と

い う回答 をもたら したと考え られる 。

　質問 Q に おける回答の 数字上の比率で は ，街中

で の 友人の 携帯割 り込 み通話 と，電車内に おける

他人の 携帯通話 との 間に共通点は な い
，

とする意

見が大勢 を占めた 。 つ まり共同性仮説は数字の う

えで は否定 され る傾 向が出 た 。 しか し，わずか な

が ら ，両者の共通点を積極的に 肯定する
， 共同性

仮説 を支持する意見もみ られた 。 r（電車内で は携

帯電話 は もとよ り）CD を聞い て い た り耳栓 して い

る人 も同 じく ， その 場 に い る私た ちの 存在 が遮断

された感 じがす る」（19才 ・女）とい っ た報告には
，

前述の 「メ デ ィ ア 空間の 断絶 」 と同様 の 状況把握

が垣 間見え る 。 また ，「（友人の携 帯割 り込み通話

と同様に ）車中で は 共同の 場 が妨害 され る か ら」

（18才 ・女）と い う具体的な指摘には ，西垣 が言 う

ような 「共同性 をめ ぐる文化の 問題］が潜んで い

る こ と も感 じ させ る 。 さ らに
， 電 車内で の 携帯電

話を気に す る の は 「日本人 の 平均 を愛する と こ ろ

に あ る」 （18才 ・男）とか ，「日本人 は襖 と障子の

文化だ」 （19才 ・男）などとい う指摘 をみ る と，日

本の伝統的文化 との 関連性 も無視で きな い と思わ

れる 。

　以上の 調査結果か ら，電車内の 携帯電話通話 に

関す る マ ナーの 由来は ．数字上 ，音仮説 を支持す

る結果 が得られた 。 が ，共同体仮説を強く支持す

る少数の 意見 が あり，共同体仮説 も捨て 切れない ，

と い っ たことが判明 した 。

4 ．回答者の心理傾向 との関連性調 査

　西垣は ，携帯電話 の普 及の 裏には ，疎外へ の 恐

怖が つ きまと っ て い るとい う指摘を，新聞の コ ラ

ム 「携帯電話考〜普及の 背景 に疎外と断絶 へ の 恐

怖〜
」（読売新聞夕刊，平成 8年8 月 13日第 4面〉 で 述 べ

て い る。

… 「い つ でもど こで も仕事の 連絡が で きる」「い つ

で もどこ で も仲間 とお し ゃ べ りで き る」「い つ で も

ど こ で も恋人 の 声が 聞ける」
一

携帯電話が保証

するの はそ うい う こ とだ。だがそれ こ そは，自分

の 知 らない と こ ろで高速の 情報流が渦巻 い て お り，

下手 をする と自分が の け もの に され る と い う，根

深 い 疎外の 恐怖の裏返 し ではな い だろうか 。情報

化社会に お い て は ，会社や市町村や家族 と い っ た

従来の共同体が 徐々 に 明確な輪郭 を失 っ て い く。

言い ようの な い 孤独感が鋭 く人々 の 胸を刺すこ と

になるだ ろう。自分 の 小 さな私的領域を何 とか し

て 確保し ，そ こ に 聞 き慣れ た 会話 の 声 を呼び込 む

こ とで
， 自分の おぼ つ か な い 足元 を支え た い と い

う切望が生れる と し て も，い っ こ うに不思議で は

な い 。 そ の切望 とともに ，人々 は携帯電話を護符

の ように抱 え歩 くこ とに な る 。

…携帯電話は騒が

しい 。だがそ の 騒 が しさは ，つ ね に
一

種の 寂寥感

をおびてい る （西垣通）。

　西垣の指摘に従 えば ，不安に 関する心理 的傾向

と ，携帯電話の 利用形 態 と の 間に はなん らか の 関

連性 があ っ て し か るべ きで ある。そこ で ，顕在性

不安検査 （MAS ：Mani血st　Anxiety　Scale）を今回の

調査対象者の
一

部に追加実施 した 。 MAS は ，総合

的人格検査 と して定評 の あ る MMPI （Minnesota

【P．比較 状 況 1との 比較 7
　以 前の 調査 で は，電車 内で 複数 の 人 が顔 を合わ せ て互 い に 直接 会話 して い る の を 「嫌 だ な」 と思 っ た人 が意外 に 多 く，携帯電話 使用

と同 様に，電車内の 直接 会話 も控え る とい うマ ナ
ー

を設け るべ きか とも 感 じ られ ま した 。

一
方で，携帯電話 の通 話 は、片方の 人 の話 の

内容 しか 聞 こ え ない の で 「気持 ち悪 い 」 と い っ た，携帯電 話 通 話 特有 の問題 を指 摘す る声 もあ り ま した。
　そ こ で質 問 で す。も し携 帯 電諾 の 呼び 出 し音 が バ イ ブに な っ て い て周 り に tt聞こ え ず，か つ 人 体 やペ

ー
ス メ ーカーに 影響 を与 え る よ

う な電波 も出 て な い と した 場 合，携 帯電話 の 通 話 は マ ナ
ー

の うえ で，直接会 話 と同様 に扱 え るの で は と考 え ま す か 。 っ 塞 りそ う した場

合，直接会話 が 認め られ て い るな ら，携帯電話 通 話 も認め ら れる し，携帯 電話 通 話 が認 め られ な い な ら，直接会話 も認 め られ な い の が

妥当で ある と い う主 張に共感 しま す か。思 う と こ ろ を書 い て くだ さい 。

【Q．比較状 況 2 との 比較 】

以前の 調査 で は，他 の 人 と ともに街 を歩 い て い る ときに、一緒に歩 い て い る 人の うちの ひ とり に 携帯電邑舌がか か っ て きて．その 人が

通 話 を始め るの を 「嫌 だな」 と思 っ た人が 意外に 多 く，電車内通話 と同様 に ，そ うした 割 り込 み 通話 も控 える とい うマ ナ ーを設 ける べ

きか とも感 じら れ ま した。割 り 込み 通話 を され る と，疎外感 や孤独感，あ る い はその 人 に 対す る嫉 妬心 を感 じる と い う声も あ り ま した。
　そこ で質問 で す。電車内の 携帯電話 通 話 を r嫌 だ な 」 と感 じる 人が，街で の 割 り込 み 通 話 も 「嫌 だ な 」 と感 じて い る とい っ た場 合，
「嫌だな」 と感 じる理由 に 共通性 が 多少な りと も含 まれ てい る と考 えま すか 。 つ まり，電車内に たま た ま乗 り合 わせ た人 に携帯電話の通

話が 入 る こ と に よ り ，疎外感や孤独感，あ る い は その 人 に 対す る 嫉 妬心 の よ うな感覚 を周囲の 人 に 抱か せ て し ま う とい う こ とが，電車

内の 携帯電話通話 を 「嫌 だ な」 と感 じる理 由の ひ とつ に あ げ られ る，とい う主 張に 共 感 しま す か。思 う と ころ を書 い て くだ さい 。
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Multiphasic　Personality　lnventory）［11］ か ら ，50項

目を抜 き出 した もの で ，個人が抱 く不安すな わち

身体的 ，精神的な不安で 明 ら か に 意識 されるもの

を測定 し ，その 不安の 程度 を明 らか にす る検査法

で ある 。 また MMPI か ら嘘検知項 目も 15項目抜き

出され ， 混在 して配列されて い る 。

　 前半群 に対 し て MAS を実施 した と こ ろ，110の

回答 が得 られた 。 嘘検知項目と無応答項目が合わ

せ て 10項目を越えた回答は無効とした 。 その 結果，

有効回答数 95，ス コ ア の 平均 22．5，標準偏差 7．1で

あ っ た。MAS 手引
［12］

に よる と ，大学生の平均ス

コ ア は 17．8で ある と記載 されて い るが ，その 平均

値 に比べ
， 今回の 調査で は不安の 程度が極め て 高

く出て い る （t検定 ： pくO．QOOOOOOI）。

　 MAS ス コ ア と各質問項 目との 相 関を調 べ たと こ

ろ ，相関係数の絶対値がr＝O．3 を越 えた項目は ，た

だひ とつ だけで あっ た 。それは ，MAS ス コ ア の 高

い不安傾向に ある とされ る者は ，「近 くで 通話の 声

がする と
， 関係な い人が驚くか ら」［C5］に 「そ う

思 う」 と応 え る傾向が高い （r＝0．34），とい うもの

で ある 。 こ の 関係 に は統計的な有意性 （p−O．OOO99）

も検出された n ［C5］の 質問は，漠然とし た不安 を

表現 した 質問項 目に な っ て い るの で ，相関傾向の

検出も納得の い くもの で ある。それ以外の 質問は ，

P ，Q項 目 も含め て ，全 く相関が検出され なか っ

た。

　 調査対象群に 不安傾向が高い と判定 され る学生

が 多数含まれて い る こ と か ら，何 らか の 意味 あ る

相関関係が期待 された が ，と りたて て検出 されな

か っ た。その 原因の ひ とつ とし て ，携帯電話 がよ

り実用的な 「必要性」（松田
［7］）の もとに使用 され

て い るとい う，最近の傾向があげられよう。 4年前

の 中村の 調査
［5］

でみ られた ，携帯電話が ス テ イ タ

ス シ ン ボル の よ うに 扱われ る傾 向が ，もはや今回

の 調査で は み られな か っ た の は ，先に述 べ た とお

りで ある 。 西垣の 指摘がなされて か らも 4年が経

過 して い るが
， 携帯電話 が不安の 解消手段と し て

扱われる傾向 も，同様に ，この 4年間に急速に減

少 したの か もしれない 。

5 ．お わ り に ：意識調査の 役割

　今回の 意識調査で は，電車内の携帯電話使用に

関する マ ナ
ーの 由来 は

， 音の 大 き さで あ る と い う

認識 が圧倒的で あ るこ とが明らか とな っ た 。 また ，

少数で は あ るが ，携帯電話使用に よっ て 電車 内の

共同性が破壊され る とい う，共同性仮説 を支持す

る意見も得 られ た。本意識調査は大学生 を対象に

した の で ，携帯電 話の利用者全般の調査 では な い

が ，い わゆ るヘ ビ ー ・ユ ーザーを対象 と し た こ と

に な るの で
， 典型的な意見の 収集が で きた と思わ

れる 。

　 こ う した 意識調査の結果を，よ り良好 なメ デ ィ

ア環境の 空間設計 へ と活用す る こ とが で きる 。 音

の 大きさが問題 な らば ，た とえば ，文字通信 を併

用で きる携 帯電話 を使用す る こ と で メ デ ィ ァ 環境

が向上で きる v 電車内で は受信内容が 音声認識技

術で 文書に して 表示 され るなどの ，高度 な機能が

実現で きるとな お よ い だ ろ う 。 また さ らに ，共同

性仮説が問題 とし て残 る の で あれば ，社会的な仕

組み で 解決する方法が考え られ る 。 ち ょ っ と奇異

で はあるが ，電車内で 受信 し た際に は頭か らネ ッ

トをかぶ っ て 通話す るな ど ，特定の 空 間に身をお

くこ と に す る の だ。まさに El本的な 「障子 と襖 に

よ る空間の 管理 」で あ る （ペ
ー

ス メ
ー

カ
ー

に つ い

て の 対策も別途必要ではあろう）。

　情報メ デ ィ ァ が輻輳 しつ つ あ る今日 1 電車 内で

の 携帯電話使用の ように ，メ デ ィ ア環境の 迅速 な

整備が望 まれ る局面 が増大 して い る 。 その た め に

は ．意識調査 に よ る現状把握が ，何に も増 して重

要で あ る 。 また ，小規模な調査 をこ まめ に行う と

い う観点 も肝要で ある。情報技術の 急速 な進 歩と

普及に よ り，利用者の意識 も時間や地域に よ っ て

刻 々 と変わ っ て い くか らで ある。

　 こ れまで ，情報メ デ ィ ア に 関する意識調査 と い

うと，企業 が開発す る商品やサ
ービ ス に関連づ け

た もの が 中心 に な りが ちで あっ た。 しか しこれか

らは ，広 く我々 の 生活環境に注目した意識調査 を

実施 し
，

メ デ ィ ア が もた らす環境変容をい ち早 く

見抜い た ，社会的対応が求め られる 。 それこそが ，

情報 メ デ ィ ァ の 技術発達を適切 に方向づ け．情報

文化の 進展を促す活動で あ ろう。

　 なお，こ の 研究の 一部 は，明治大学科学技術研

究所 「重点研究」の 支援を得て行 っ た もの で ある 。
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付記．前半群 と後半群の 比較

　前半群 182人は 、埼玉県内の 私立大学文 科系 学

部の 一般共通科目講義 「情報倫理」の 履修者 を対

象に
， 平成 12年4 月 12 日に 行っ た調査結果で あ り，

後半群 153人は ，都内の 私立大学文科系学 部の 一

般共通科 目講義 「人間 と情報」の履修者を対象に ，

平成 12年4 月21 日に行 っ た調査結果で ある 。

　前半群 と後半群との回答の差異 を統計的に検定

［13〕
した ところ ， p値が 5％ 以下 とな る有意 な差 が

検出され たの は，次の 4項 目のみ で あ っ た 。

（1）［A1］で 「携帯電話 を継続的 に使用 した こ とが

　あ る」 と答 えた比率 が ，前半群で 91％ ， 後半群

で 83％ （カ イ2乗検定で p−O．0062）。

（2）［B3］の 問 い で 「皆が携帯電話 を使 うように す

　る とよ い 」と答えた比率が ，前半群で 46％ ，後

半群で 27 ％ （カ イ2乗検定で p・・O．OOO2）。

（3）［G2］の 問 い で 「電車内で携帯電話を通話に使

用 した こ とが ある」 と答 え た比率 が ，前半群 で

82％ ，後半群で 70％ （カ イ 2乗検定で p＃O．0069）。

（4）前半群の 年齢の 平均が 19．5 才 ，後半群 の 平均

　が 19．0才 （t検定で pくO．OOOI）。

　年齢の 差異 （4）は，前半群 に 2年生の 履修者 が

多く，後半群に 1年生の 履修者 が 多か っ た こ とを

反映して い る e 差異 （1）と （3）は ，大学 生活の

長 さの差か ら くる携帯電話利用経験の 差と して説

明で き ， （4）の 年齢の 差異に根拠 を求める こ とが

で きよ う 。 しか し，先 の 相関の 分析に お い て は ，

年齢と携帯電話所有率 ［A1］との 問に は相関が兄

られて い な い
。 こ の 理由 を分析す ると

， 携 帯電話

の 未経験者は年齢の 若 い 男性に集中 して い る こ と

が判明 した。全群集計 にお い て ，分析集団の 18，

19才の人数 は男女ほぼ 同数で 1 その うち女性の 未

経験者はわずか 3％ で あ るの に 対 して t 男性の 未

経験者は は 20％ に もの ぼ る。20才以上で は
， 男性

の 未経験者は 10％ 未満に減る もの の ，分析集団の

女性の 人数が 男性の 半分に な っ て し ま う ため ， 年

齢 と携帯電話利用経験との 間に は相関が検出され

ない ので ある。

　差異 （2）に つ い ては ，年齢の 差異に根拠を求め

るこ とがで きな い （先 の相関の 分析に お い て ，年

齢と ［B3］との 問 には相関が見 られて い ない ）。 さ

らに差異の度合い も差異 （1）や （3）よ り大 きく，

考察 を要す る。ひ とつ の可能性と して ，前半群の

大学はキ ャ ン パ ス が広 く授業を行う校舎が分散 し

て い る の で
， 「（同 じキ ャ ン パ ス に 通 う学生）皆が

携帯電話 を使うように する とよい 」と答え る比率

が上が っ た こ とが考 えられる。

　もうひ とつ の可能性 と して ，JR東日本の ペ ース

メ ー
カ

ーへ の 影響 を理 由に した満員時の 携帯電話

禁止放 送が ，4 月 17日か ら実施 された影響が考え

られる 。
こ れに 関する マ ス メ デ ィ ア の 報道 が

， ち

ょ うど前半群 と後半群 の 調査時期の 間に大 きくな

され た 。 次に朝日新聞 （平成 12年 4月14 日朝刊 第 14版

第39面）の 報道例をあげて おこ う。

「車内ケ
ー

タイ満員時禁止」

　 満員電車内で は携帯電話の 電源を切 るよ う，JR
東日本は 17 日 か ら 1 車内放送で 呼び か け る e こ れ

まで は 「ご遠慮 くだ さい」と使用自粛を求め る だ

けだ っ たが ，心臓 の ペ
ー

ス メ
ー

カ
ー

な どに 悪影響

を与え る お それが あ る こ と か ら，「電源 をお 切 りく

だ さい 」 と放送する。同社は 「呼び出 し音 を出さ

な い マ ナ ーボ タ ン で も電波は 出る の で ，あ くまで

使用禁止 を求め る」とい う。

　 電源オ フ を求め る の は ，朝夕の ラ ッ シ ュ 時間帯 。

混雑 し て い な い 時間帯 は，こ れ まで通 り使 用自粛

を呼び か け る が ，放送回数は増やす。5月末まで ，

ポ ス ターや 車内づ り広告 も張り出す。

　 JR東 日本の 車内放送に ．携帯電話が 登場し た の

は 1992年 。 新幹線や特急 を対象に 「使用 は デ ッ キ

で 」と呼びか け て い た。普通電車で は 96年 ， 「迷

惑 に な らな い よ うに」とマ ナ
ー

を訴 え る放送 を開

始し ，97年か らは 「使用をご遠慮 くだ さい 」と自

粛を求め た。

　 携帯電 話 をめ ぐ っ て ，同社 に は年間約 200件の

苦情が寄せ られ，その うち8割は使用禁止を求め

て い る と い う。同社営業部は 「マ ナ
ーは向上 し て

い る はずだ が
， 携帯の 普及 ス ピードが そ れ を上 回

っ て い る」と話す 。

　こう した報道等の 影響で ，「皆が携帯電話を使う

とペ ース メ
ー

カ
ーを使用 して い る人は困るで あろ
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う」 と い う推論が働 き，差異 （2）を生 んだ可能性

が指摘で きる。ペ ース メ
ー

カ
ー
報道か ら敏感な影

響がある と想定 される ［C7］に も，あ る程度 の 差

異が見 られて い る．［C7］の 「携帯電話は人体に有

害 らし き電波が 出る ことか らマ ナ
ーが で きた」に

肯定的回答を したの は t 前半群で 60％ ，後半群で

は 68 ％で あ る。た だ し こ れは ，有意 な差異とまで

は言 えな い （p冨0．126）。

　自由記述を見て も，後半群で の JRの 使用禁止 に

関す る意見の 増加 が見 られ る。自由記述記入件数

は ，前半群で 8件，後半群で 9件で あ っ たが，うち ，

JRの 使用禁止 に関する意見は，後半群 の み で 5件

で あ っ た 。 後半群で は ，「とて もた くさん の 人が使

用 し て い る機械に 左右 され て し ま うよ う な機械

（ペ
ー

ス メ
ー

カ
ー）を人体に用 い て い る こ と の 方が

危険で 問題」（18才 ・女）とか ，「留守電サ
ービ ス

を無料にす るなどしな い と （使用禁止 は）無理 で

ある」 （18才 ・男）などと ，使用禁止 の 実効性を疑

問視する意見がほ とんどで あっ た 。

　 前半群 と後半群の 差異 に注 目 して 議論 し た が ，

差異は以上 に述 べ た点 に 限 ら れ て お り ，質問項 目

全体 に比較 して ごくわずか で ある。差異が あ っ た

と い うよ りは ，む し ろ両者は ほ とん ど同 じで あ っ

た と言 える 。
こ の こ と か ら本調査 は ，首都圏私立

大学文科系学部学生 の
一般的意識 を，おお よそ表

わ して い ると判断で きよ う。
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