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　本稿 が 目指すの は，今 日 「ヴァ
ー

チ ャル
・
コ ミ ュ ニ テ ィ 」と名指 され るオ ン ライ ン上 で の 人々 の 集 ま りを政治理 論 的観

点 か ら分析 する こ とで あ る 。そ も そ も人 々の 共生 の あ り方で ある 「コ ミ ュ ニ テ ィ 」は こ れまで ，政治 学や 社会科学の 領野

で 議論 さ れ て ぎ た も の で あ るが，そ こで 論 じられて ぎた コ ミ ュ ニ テ ィ は 果た して ，今 日 の 「ヴ ァ
ー

チ ャル
・
コ ミ ュ ニ テ ィ 」

とどの よ うな 関連性 を持つ ので あろ うか。ヴァ
ー

チャル ・
コ ミ ュ ニ テ ィ をその よ うな連関のな かで分析す る とぎ，われわ

れ はそれ をめ ぐる言説 の変 化に気付かざるを得ない 。すな わち，ヴ ァ
ーチ ャ ル ・コ ミ ュ ニ テ ィ の 登場はは じめ、理 想の コ

ミュ ニ テ ィを実 現 するもの と して歓迎され たが，次第 にそ れが抱 える限 界が明 らかになる につ れて ，その 期待 は萎 みつ つ

ある ということで ある 。 こ の ようにヴ ァ
ーチ ャル ・コ ミ ュ ニ テ ィ が変容す る なか で，コ ミ ュ ニ テ ィ と しての ど の よ うな 特

質が失われたのか を政治哲学，特に 八 ンナ ・アーレン トの 権力概念 に依拠 しなが ら明 らかに したい。ヴァ
ー

チ ャ ル
・
コ ミ ュ

ニ テ ィ へ の 政 治哲 学か らの眼差 しは，これ まで十 分 に は 検討され て こ な か っ た 問題 を浮き 彫りに出来ると考える。

Abstraot

This　paper　fbcuses　on 　the　online −asscmbly 　called
“
virtual 　communit ジ and 　analyzes 　it　from 　perspectivcs　of 　political　theory．

〜
℃ommunit ジ is　a　name 　of 　the　way 　to　co−exist 　and 　has　been　mainly 　considered 　in　the　fields　such 　as　political　thought　and 　social

sciences ．　Therefbre，　l　would 　like　to　examine 　the　relationship 　between　e‘
community

”
and

“
virtual 　community ．”This　analysis 　also

makes 　it　clear　that　there 　is　a　distinct　transformation　in　the　discourse　of 　virtua1 　cornmunity ．　That　｛s　to　say ，　when 　virtual　c。  unities

亂ppcarcd　fbr　the 且rst　time，　they 　wore 　expeoted 　to　becGmc 　as 　ideal　eommunities 　by　many 　pcople．　However ，　as　its　limitations　bccalne

gradually　apparcnt ，　the　expectation 　began 　to　fade．　By 　applying 　the じonceptjons 　of 　political　philosophy，　espccially 　fbcusing　on

Hannah 　Arcnd ゼs　notion 　of
“
power，

”
1　would 　tike　to　clarify　what 　characteristic 　virtual 　corllmunity 　has［ost　through　this　cbange ．

1，は じめ に

1．1　 本稿 の 問題意 識 と 目的

　イ ギ リス の 歴 史家 エ リ ッ ク ・ホ ブ ズ ボ
ーム は，1973 年以

後 の 20年 が 「危機 の 時代 」で あ っ た と し．そ の あい だ を，世

界が方 向感 覚 を 失 い 、不 安定 と危 機に すべ り込 ん で い く歴 史 と

して 捉 え て い る。そ して，そ の 時期 に つ い て の 次 の よ うな峙代

診断は，わ れ われ が 今 日の コ ミ ュ ニ テ ィ に つ い て の 考 察 をは じ

め る た め の 重 要な出発 点 を与 えて くれ る よ うに思 われ る 。

「コ ミ ュ ニ テ ィ」 とい う言 葉
一

「知的 な コ ミ ュ ニ テ ィ ⊥ 「パ

ブ リッ ク
・リレ

ー
シ ョ ン ズ ・

コ ミュ ニ テ ィ 」、「ゲ イ・
コ ミ ュ

ニ テ ィ 」 等々
一

が こ の 時期 ほ ど無差 別 かつ 内容 空虚 に 用 い

られ た こ とは なか っ たが，ま さに そ の 時期，社 会学 的 な 意

味で の コ ミ ュ ニ テ ィ は現 実 の 1生活 の 中で 見 つ け 出せ な く

な っ て い た の で あ る
11。

　 ボブ ズボーム の この 指摘は，政 冶，経済，文化 な どの 複 数 の

領 野 に おけ る グ ロ
ーバ ル 化の ため に，従来 的 な国民 国家が 弱体

化 し，ま す ま す脱領域 的 な活動 が 中心 に な りゆ く時期 に 向 け ら

れ て い る 。 もちろ ん 今日 に お い て も，こ の グ ロ ーバ リゼ
ー

シ ヨ

ン の 勢い は と どまるこ と を知 らない だ けで な く，情報通 信技術

が 多 くの 人 々 へ 普及 して い る こ と も相 俟 っ て ，ホ ブ ズボ
ー

ム の

コ ミ ュ ニ テ ィ に つ い て の 言 葉は ますます的 を射 た もの に な ろ

う。確 か に 現代 社 会の な か で は，あ る
一定 の 領 域 に 限定 され、

その 構成 員が 互 い に よ く知る存 在 で あ る と い うよ うな コ ミ ュ ニ

テ ィ は もは や存在 しな い か，あ る い は少 な くと も減 少 しつ つ あ

る こ とは 間違 い の ない ・事実で あ る。

　 しか し な が らそ れ は，コ ミ ュ ニ テ ィ を従来の 社会学的，も し

くは 人類学的に捉 えた場合 に の み 正 しい 。そ もそ も社会学 の 領域

か らコ ミ ュ ニ テ tが考 察され る場合，えて して それ は 「すで に失

われた もの 」 と して か，ある い は い つ の 日か 「来 るべ きもの 」 と

して 捉 え られ るの が 常で あっ た。た とえばジーグ ム ン ト・バ ウ マ

ン が，コ ミ ュ ニ テ ィ は 「失われ た楽 園の 異 名で あ る 」
：2．と述 べ

て い る よ うに，社 会学者 の眼 に映 るコ ミ ュ ニ テ ィ とは 近代社会の

到来が 押 し流 して しま っ た，古 きよ きロ
ー

カル な 人 々 の 関 係性 を

基盤 に する もの なの で あ り，その 意味 で そ こ に は，い つ もすで に，

「い ま ・こ こ にな きもの 」 とい う定義が 含まれ ざる をえない 。

　 しか しなが ら今 日．ボ ブ ズ ボ
ーム が 「危機 の 20年 」 と 呼 ん

だ 時期 が 過 ぎ去 っ た 頃 か ら，新 た に 「コ ミ ュ ニ テ ィ 」 と 名指さ

れ る もの が 現われ ，多 くの 関心 を集 め て い る。そ れが 「ヴ ァ
ー

チ ャ ル
・

コ ミ ュ ニ テ ィ 」で あ る。「ヴ ァ
ーチ ャ ル ・コ ミュ ニ テ ィ 」

とは 言 うまで もな く，特 定の 場 所 に 限 定 さ れ ず，オ ン ラ イ ン 上

で の 共通 の 関心 を持 つ 人 々 の 集 ま りを指 して お り．比較 的早期
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の 段 階か らこ の 「ヴ ァ
ー

チ ャ ル ・コ ミュ ニ テ ィ」 に注 目 し，こ

れ につ い て の 纏 まっ た書物 を著 したハ ワ
ー

ド・
ラ イ ン ゴー

ル ド

は，ヴァ
ーチ ャ ル ・

コ ミ ュ ニ テ ィ を 次 の よ うに定 義 して い る。

ヴ ァ
ーチ ャ ル ・

コ ミ ュ ニ テ ィ とは，ネッ トか ら生成 す る 社

会的な総和 で，あ る程 度 の 数 の 人 々 が，人 間 と して の 感情

を
．
十分 に も っ て ，時 間 をか けて 公 的な 議論 を尽 くし，サ イ

バ ー・
ス ペ ー

ス にお い て パ ー
ソ ナ ル な人間関係の 綱 をつ く

ろ うとし た ときに 実現 され る もの で あ る
こH］。

　ボ ブズ ボーム の言 う 「社 会学 的 な意味 で の コ ミ ュ ニ テ ィ 」が

もはや 失 わ れ て しま っ た とすれ ば，わ れ わ れ は こ の 新 た な コ

ミ ュ ニ テ ィ を どの よ うに 考 え れ ば よ い だ ろ うか。オ ン ラ イ ン ・

コ ミ ュ ニ テ ィ とい う新たな現象が，多 くの 研 究 者 の 関心 を集め．

様々 な観点 か らその 諸特徴が 分析
・
記述 され，多 くの 成果 をお

さ め て い る こ と は 言 う まで もな い 。し か し な が ら，「コ ミ ュ ニ

テ ィ ⊥　も し くは 「共 同体」 とい う人間 集団 の 存在 様 態 は，こ

れ まで 主 に政 治学，社 会科 学 の 領 野で 議論 され て きた もの に も

か か わ ら ず，同 じ くそ の 豊穣 な議論 の 蓄積が ，今 日の ヴ ァ
ーチ ャ

ル
・

コ ミ ュ ニ テ ィ の 分析 に活 か されて い る とは 言 い がた い 状 況

に あ る こ とも事実で ある 。

　 したが っ て 本稿の 目的は 二 つ あ る。第
一

に，こ れ まで 主 に社会

学 や心理学 の分 野で 言及 され る こ とが 多か っ た ヴァ
ー

チ ャ ル ・
コ

ミュ ニ テ ィを，政治理論．あるい は政治 哲学 の観 点か ら考察する

こ とで あ る。政 治学 的に 極め て 重 要 な 関心事 で あ る「コ ミ ュ ニ テ ィ」

と，今 H の 「ヴ ァ
ーチ ャ ル ・

コ ミ ュ ニ テ ィ 」 を比 較 ・分析 す る こ

とに よ っ て，オ ン ライ ン ・コ ミ ュ ＝ テ ィ の 特質を明 らか に す る。

　ヴ ァ
ーチ ャ ル

・
コ ミ ュ ニ テ ィ をその よ うな連 関 の な か で 分析

す る とき，わ れ わ れ は そ れ を め ぐる 言説 の 変 化 に 気付 か ざ る を

得 ない 。す なわ ち．ヴ ァ
ー

チ ャ ル ・コ ミュ ニ テ ィ の 登場 は は じめ，

理 想 の コ ミュ ニ テ ィ を実現する もの と して 歓 迎 された が，次 第

に そ れ が 抱える 限界 が 明 らか に な る に つ れ て，その 期待 は 萎 み

つ つ あ る とい う こ と で あ る。したが っ て ，本稿の 第二 の 目的 は，
こ の よ うに ヴ ァ

ー
チ ャ ル ・コ ミ ュ ニ テ ィ が 変容する な か で ，コ

ミ ュ ニ テ ィ として の どの よ うな特質が 失 われ たの か を，政 治哲

学 の 立場 か ら明 らか に す る こ とで あ る。ヴ ァ
ーチ ャ ル ・

コ ミ ュ

ニ テ ィ へ の 政 治哲 学か らの 眼差 しは、こ れ まで
．
卜分 に は検 討 さ

れ て こ なか っ た問 題 を浮 き彫 りに 出来る と考える。

1．2　 本稿の構成

　本 稿の 構成は 次の 通 りで ある。まず第二 節 に お い て，政治理論

や 社会 科学 の 分野 に お ける 代表的 な議論 を参照 す る こ とで，こ れ

まで 「コ ミ ュ ニ テ ィ 」が ど の よ うに捉 え られ て きた かを考察する、、

　第 三 節 で は，ヴァ
ー

チ ャ ル
・

コ ミ ュ ニ テ ィ の 性格 と特 質 を分

析的に 記 述 し，その 問題点 を探 る と 同時 に，ヴ ァ
ー

チ ャ ル ・
コ

ミ ュ ニ テ ィ を め ぐる 言説 の 変容 に 着 目する、

　第四 節で は そ の よ うな コ ミ ュ ニ テ ィ 観の 変化の なか で 失 わ れ

た もの を，政 治理 論の 概 念 を用 い て 検討 す る。こ こ で 注 目 した

い の が，20 世紀 を代 表す る 政 治理 論 家 ハ ン ナ
・
ア
ー

レ ン トが

唱 え た 「権 力」 の 概 念 で ある ． ア
ー

レ ン トの 権力 概念 の 特 異性

を，他 の 理論 家 との 比較 を通 じて 明らか に し，こ の 概念 を ヴァ
ー

チ ャ ル ・コ ミュ ニ テ ィの 分析 へ と応 用 し た い 。

2 ，コ ミ ュ ニ テ ィ につ いて の理 論的考察

2 ．1　 テ ン ニ エ ス とアーレン ト

　　 まず伝統的 な人文 諸科学 の 領 域 で，こ れ まで どの よ うに コ

ミ ュ ニ テ ィ が 考察 され て きた か を確 認 す る 必要 が あ る。コ ミ ュ

ニ テ ィに つ い て 考察 し た もの と して は，古 くは プ ラ トン や ア リ

ス トテ レス ，また近代で は ル ソ
ー

や ヘ
ー

ゲ ル ，プ ル ードン か ら

マ ル ク ス に い た る まで 枚挙 に 暇が ない 。もち ろ ん こ れ ら全 て を

扱 う こ と は 不 可 能で あ る し，そ もそ もそ の よ うな コ ミ ュ ニ テ ィ

の 通 史 を描 くこ とが本 稿 の 日的で は ない 。 そ れ ゆ え本 節 で は ま

ず，ジ ェ ラ
ード・

デ ラ ン テ ィ に 「多様 な解 釈 が 可 能 で ，事 実上

す べ て の コ ミ ュ ニ テ ィ 研 究 が こ の 本 と関 連づ け て 自ら を規 定

した 」
匚4］

と評 され る，フ ェ ル デ ィ ナ ン ト・
テ ン ニ エ ス の 代 表

的著作，『ゲマ イ ン シ ャ フ トとゲ ゼル シ ャ フ ト Gemeins’chafi　und

Gesellschafi』 を 取 り上 げ る こ とに す る。近 代社 会 学の 代表者で

あ る テ ン ニ エ ス の 議論 を参照 す るこ とは，「コ ミ ュ ニ テ ィ 」 とい

う語 に 込 め られ た 意味を もっ と も端 的に 示 して くれ る だろ う。

　 テ ン ニ エ ス の 議 論の 前提 は，家経 済 か ら商業経 済 へ 農業 の

支 配 的 な段 階か ら工 業の 支配 的 な段 階へ と社 会が 発展 す る なか

で，人 々 の 共 同生活 の あ り方が 決定的に 変化 を蒙 っ た とい うこ

とで ある。テ ン ニ エ ス の 用語法 で 言 えば，近代化 の 過 程 にお い て ，

「ゲ マ イ ン シ ャ フ ト」 は 「ゲゼ ル シ ャ フ ト」へ と席 を譲 っ た とい

うこ とに な る 。 こ こ で い う 1
一
ゲマ イ ン シ ャ フ ト」 とは，血 縁 共

同体 や地縁 共同体の よ うに 「自然的 な」結 びつ きとい うこ と以

外 に は 何 もの に も媒介 され な い よ うな人 々 の 関係 を指 して お り，
一

方 「ゲゼ ル シ ャ フ ト」は．利 益社会の よ うに，人 々 が 商 品や

貨幣の 自分 の 取 り分 をめ ぐっ て，少 な くと も潜在的に は つ ね に

敵対 関係 に ある よ うな機械 的 ・抽象的 な 社会 を 指す。ま た，前

者 が 無条件で 返 礼 を 期 待 しない 純 粋 な贈 与に も とつ い て い る と

すれ ば，後者の 場 合は，自分 の 与 えた もの と少 な くとも同等で

あ る と考 え られ る返 礼 と交 換 で な けれ ば，他 者 の ため に 何 か を

為 した り給 付 した りす る こ と もな い 。 した が っ て ，前者 に おい

て は，人 々 の 関係 は相 互 に強 く結びつ い て い る の に対 し，後者

に お い て それ は分離 して い る か，あ るい は よ り希薄 な もの に な っ

て い る とい うこ とが 出 来 る。本 稿 の 関 心 に 則 して 言 え ば、ゲマ

イ ン シ ャ フ トは （失われ た） コ ミ ュ ニ テ ィで あ り，人 々 の 伝統

的 な慣習や 宗教の よ うな共 同性 に根 ざ して い る が．ゲ ゼ ル シ ャ

フ トは そ れ を破 壊 す る ア トム 化 さ れ た 個 人 か ら成 る モ ダ ン な社

会形態一
テ ン ニ エ ス に とっ て，と りわ け国家 はそ の 代 表 で あ る

一
で あ る と い うこ とが 出来 よう、テ ン ニ エ ス は こ う述 べ て い る。

民 族 性 と そ の 文化 が 保 た れ るの は，む しろ ゲ マ イ ン シ ャ フ

ト的な生活
・
秩序 にお い て であ る。したが っ て，国家性

一

こ の 概 念 に よ っ て ゲ ゼ ル シ ャ フ ト的状 態 を総括 す る こ とが

で きよ う一は，そ れ が 民族 性 か ら 離脱 して 遠 ざか る 程度 に

応 じて ，こ の ゲ マ イ ン シ ャ フ ト的な生 活 ・秩 序 に憎 悪 ・軽

蔑感を も っ て対 立す る 〔
…
〕

匚5
．
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　こ の よ うに，近 代に い た っ て 社会形態が か つ て の コ ミ ュ ＝

テ ィ か ら，経 済 的な結 び つ き に よ る社 会 へ と変容 し た とい う見

方 は，政治理論家 と して 有名なハ ン ナ
・

ア
ー

レ ン トも共有する

と こ ろ で ある。

　ア ーレ ン トに よれ ば，古代ポ リ ス に お い て はは っ き りと峻 別

されて い た公 的領域／私 的領域 の 区別は，近代の 勃 興と と もに 消

滅 した。古代ギ リ シ ア人 に とっ て 公的領域 の存在 は，政治活動 が

営 ま れ る コ ミ ュ ニ テ ィ と して の 機 能 を果 た して い たが，そ れは

「私的な もの the　pnvate」
一 よ り具体 的 に は，以前 は 私 的 な関

心 事に 過 ぎず，政 治の それ とは考 え られ て い な か っ た経済 〔家

政）
一

に飲 み 込 まれ て しまう。こ の 肥 大 した 私的 な もの を ア
ー

レ ン トは 「社会 s  iety」 と呼ぶ の で あ り，失わ れ た コ ミュ ニ テ ィ

へ の 郷 愁が彼女 に も見られ る こ と は否定 で きない で あろ う。

　 と は い え，ア
ー

レ ン トが 捉 え た コ ミ コ．ニ テ ィ が，テ ン ニ エ

ス の そ れ と は 幾 分異 な っ て い る こ と は付 け加 えて お く必 要が あ

る。す で に述べ た よ うに，テ ンニ エ ス の ゲ マ イ ン シ ャ フ トに は，

民 族 的 な 同
一

性 に 大 き く依 る と こ ろ が あ っ た。そ れ に 対 して

ア ーレ ン トが 見 た 公 的領 域 は．そ の よ うな同一性 を拒否 し，む

しろ根源的な多様性が 実現 され る 場に 他 な らない 。彼女 は次 の

よ うに 述 べ て い る。

自分自身の 意見を主張 す る こ とは，自分 自身 を開示 し，他

者 に 見 られ ，聴 か れ る こ とが可 能 に なる こ と を意味 して い

る。ギ リ シ ア 人 に と っ て こ の こ と は．公 的 な生 活 に付 随 し

た一つ の 偉 大 な特権 で あ っ た の で あ り，人 が 他者 に 見 られ

た り聴 か れた りしない 家政 の 私 的領域 に は 欠けて い た もの

なの で あ る
．6．
。

　彼女 は こ う し て 可 能 に な る 人 々 の 多様性 を 「複 数 性

plurality」
』7

と表現 して い る。つ ま り，政治 的 な領域 に お い

て 自 らの 意 見 を他 者 に 向 けて 発 信す る こ と こ そ，彼女 が ポ リ ス

とい う コ ミュ ニ テ ィ に見 出 した もの なの で ある c、そ こ に は他 者

と の 共 同 こ そあ れ，い か な る 強要 も存在 し得ない 。

　 テ ン ニ エ ス とア
ー

レ ン トの 議論 を次 の よ うに ま とめ るこ と が

で きよ う。 すなわ ち，人 々 が 集ま り．伝 統 や徳 を共有 した か つ

て の 理 想 的 コ ミ ュ ニ テ ィ は近代 の 産業 化 の なかで 破壊 され て し

ま っ た。い まや ゲ マ イ ン シ ャ フ トは ゲゼ ル シ ャ フ トへ と 置 き換

わ っ た の で あ り，そ こ で か つ て の 紐 帯 を喪 失 した 人 々 は個 人 化，

大衆 化 されて お り．そ こ にア
ー

レ ン トが 「複数性」と呼 ん だ よ

うな契機 は もは や 存在 し な くな っ た とい うこ とで あ る。

　 こ の よ うな コ ミ ュ ニ テ ィ 観 は，現 代 の コ ミ ュ ニ タ リア ン と呼

ば れ る 人 たちの 個 人 主義批 判 に も通 じて い る。われ われ は 次 に，

現 代 政 治理論 の なか で コ ミ ュ ニ テ i が どの よ うに 扱われ て い る

か に 着 口 した レ 

2 ．2　コ ミ ュ ニ デ ィ をめぐる現代の 議論

　前世 紀 末に起 こ っ た リベ ラ リ ズ ム とコ ミ ュ ニ タ リズ ム と の 論

争 は．今 日の コ ミ ュ ニ テ ィ を考察する さい に 欠か す こ との で き

ない もの で あ る。まず こ の 論争
．
の 1．P心 とな っ た リベ ラ リズム の

論客，ジ ョ ン ・ロ ール ズ の 議論 を見 て み よ う。1971 年に
．
［
，U行

脱
一
理 想化 され た ヴ ァ

ー
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され た彼 の 代表 作 『正義論 IIの プロ ジ ェ ク トは，どの よ うな条

件 に お い て 人が ，功 利 主 義に 陥 る こ とな く 「公 正 と して の 正 義

justice　 as 　fairness」の 原 理 を選 択，合 意 す る こ とが で きる か

を示 そ うとする もの で ある が．こ こ で は本稿 に か かわ る限 りで

ロ
ー

ル ズの 議論 を整 理 す る。

　 ま ず ロ ール ズ は そ の よ うな条 件 を可 能 に す る た め の 装 置 と

して 「原初状態」 とい うフ ィ ク シ ョ ン を導 入す る。「原初状 態 」

に お い て 個 人 の 経 験 的 な 諸属性，た とえ ば性 別，階級，あ る い

は所得や 性格 な どは，い っ たん 括弧 に 入れ られ た もの と して 構

想 され る 。 これ は，その ような偶然 的 な要 素が 正義の 原理 の 選

択の さ い に 影響 す る こ とを防止 し，公 正 さに の み もとつ い た選

択 を可 能 に す る た めの もの で あ り，彼 の 有 名 な 「無知の ヴ ェ
ー

ル 」とは こ の 状態 を担 保 す るた め に導入 され た 設定で ある 。
ロ
ー

ル ズ は こ う述べ て い る、，

すべ て の 者 が 同様 に状況づ け られ て お り，誰 も自分の 特定

の 状 況 に 都合が よ い よ うに 原理 を立 案 で きない ため に，止

義の 原 理 は公 正 な 同 意 と取引 の 結 果 とな る
匚S］

tt

　この よ うな条件下 で は じめて 諸 個 人 は，どの よ うな ル
ー

ル が

正 義に か な っ て お り，そ れ ゆ え万 人が 合意 で きる正 義の 原理 か

を選択する こ とが可 能 と なるの で あ る。

　また ロ
ー

ル ズ の正 義論 は，「正 しさ」 の 「善」 へ の 優位 に よ っ

て 特徴 付 け られ て い る。す な わ ち ロ
ー

ル ズに と っ て，何を善 き

こ とと み な し，人生 に お い て 追 求 さ れ る べ きか は 個人 に よ っ て

千差 万 別 で あ り，「こ れ こ そが 」 とい う絶対的 な善は正 義 の 原

理 に は 不 要 で あ る。それ に 対 して ，正 義 はその よ うな善 の 抗争

を調 停 す る もの で あ り，い わ ば諸価 値 の 裁定 者 に 相 当す る。善

に関 して は 意見の
一
致 を見る こ とが 出来 ない と して も，諸個 人

はその 手続 きの 公正 さにつ い て，その 正義を認 め ざる を得ない 。

　 こ の よ うなロ ール ズ の 構想 に 対
．
し て は，コ ミ ュ ニ タ リ ア ン と

呼 ば れ る 人 び とか ら多 くの 批 判 が 起 こ っ た。まず マ イケ ル ・サ

ン デル は，ロ
ー

ル ズの 「原初状態」 とい う設定 に異 議 を唱 えて

い る。ロ
ー

ル ズ の 原初状 態 に お い て 主体 は，い か な る 経．験 的 な

属性 も剥 奪さ れ て お り，それ ゆ え その 主 体 は個 人 主 義 的 な も の

で ある。そ の よ うな個 人 の 自我 は，経験 的 な もの の 影響に さ ら

さ れ ずに，自我 の 自己 同
一1生が は っ きりと固定 され て い る こ と

に な る。サ ン デ ル に と っ て 問題 な の は，こ の よ うに い か な る経

験 的 な条件 や，そ の 個 人が属 する 共同体 の 影響 に先行す る主体

とい う設定 に 他な らな い 。

〔
…
〕公正 と して の 正 義は，わ れ わ れ の 共 同性 を 真 剣に 考

え る こ とに 失敗 して い る。臼我 の 境 界が 優 先 し，断固 と し

て 固 定 されて い る と み なされ る こ と に よ っ て，われ われの

共 同性 は．善 の
一

側面 に 格 下 げら れ，善 も単 な る偶 発性 に、

つ ま り
一
道 徳 的見 地 か ら は 適切で は ない 」，見境 の ない 欲

望や 欲求の 所産に 格下 げ られ て い る．も しこ の ように，減

少 させ られ た 善の 概 念が あ る とした ら，正 の 優先 ぱ．実 際

に 例外 を許 さない 要 求 とな る で あ ろ う
．9二。
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　 サ ン デ ル に よ れ ば，主 体 にお け るコ ミ ュ ニ テ ィ感覚の 軽視 は

善の 格下 げを もた らす。 こ れは ロ ール ズの 善 に 対する 正 の 優 位

へ の 批判 を も含ん で い る が，こ れに つ い て は 同 じ くコ ミ ュ ニ タ

リア ン と日 され る ア ラス デ ア ・マ ッ キ ン タ イア に よっ て も批判

され る とこ ろ で ある 。 マ ッ キ ン タ イア は近代 的個 人主 義 を徹底

的 に 批判 しなが ら，個 人 は 所属 す る 共 同体 に 埋 め こ まれ て い る

と考 え る。マ ッ キ ン タ イア に よ れ ば，善，もし くは道 徳 の 源泉

は 自 らが そ の 成員 で あ る 共同体な の で あ り，そ の よ うな伝統 や

文脈か ら切 り離 された個 人 は，善そ の もの を 求め ，徳 を実践 す

る こ とが 決 して で きな い の で あ る 。

〔
…
〕私は，私 の 家 族，私 の 都 市．私の 部族，私 の 民 族 の

過 去か ら，様 々 な負債 と 遺産，正 当な期待 と義務を相続 し

て い る の で ある 3 あ る程 度 こ の こ とが，私 の 人 生 に それ 自

身 の 道徳 的特異性 を付与す るの で あ る
匚1°］。

　 リベ ラ リ ズ ム ・
コ ミ ュ ニ タ リズム論 争 を概 括す るこ とに よっ

て われ われ は，次 の よ うに 言うこ とが で きる だ ろ う。す なわ ち，
コ ミ ュ ニ タ リ ア ン の 個 人 主 義批 判 に よ れ ば ，個 人 は 彼 1彼女が

所 属 す る コ ミ ュ ニ テ ィ か ら完全 に 独立 して 存在 して い るわ けで

は な い 。 そ うで は な く，サ ン デ ル の 言葉を再 び 用 い れ ば，個 人

は 「根 源 的 に状 況づ け られ た」 もの 以 外に あ りえな い わ け で あ

り，そ の よ うな状 況 に お い て の み，個 人 は様 々 な属性や 人格，

あ る い は 善の 概念や道徳 を持 ち うるの で ある。もちろ ん こ の よ

うな主体の 問主観的次 元 を 強調 す るの は，現 代 の コ ミ ュ ニ タ リ

ア ン に 限 っ た こ とで は な い 。しか しな が ら 今 H こ の よ うな論 争

が再 び起 こ っ て い る こ とは，コ ミ ュ ニ テ ィ の 重 要 「生が 再認 識 さ

れ，そ して 実 際 に 多 くの 論者 か らそ の 復権を 求 め られ て い る こ

とを示 し て い る。わ れ わ れ は こ れ らの 議論 の なか に 再 び，「失

われ た もの と して の コ ミ ュ ニ テ ィ」へ の 郷 愁 を 見出すの で ある、，

3 ．ヴァ
ーチ ャ ル ・コ ミ ュ ニ テ ィ

3．1　 理 想の コ ミ ュ ニ テ ィ

　　 こ こ で
一

度 わ れ わ れ は 政 治 理 論 の 議 論 を 離 れ，今 日の

「ヴ ァ
ー

チ ャ ル ・コ ミ ュ ニ テ ィ」 の 基本的な特徴 を確 認 して お

きた い 。第
一・

に，テ ン ニ エ ス に と っ て テ ク ノ ロ ジー
の 発展 は，

コ ミ ュ ニ テ ィ の 破壊 を もた ら した もの で あ っ た が，逆 説 的 に も

今 日の オ ン ラ イ ン ・
コ ミ ュ ニ テ ィ は な に よ り もまず テ ク ノ ロ

ジ ーを媒介 して 成 立す る。また，コ ン ピ ュ
ー

タ
ー

に媒介 され た

コ ミュ ニ ケ
ー

シ ョ ン （CMC ）が，個人 と個人の あい だで 行 わ

れ る こ と も，今 日の テ ク ノ ロ ジーが もた ら した もの と して 特徴

的で ある。イ ン タ
ーネ ッ トの 登 場 と その 普 及は，人 々 の コ ミ ュ

ニ ケー
シ ョ ン を空 間的 な 束縛 か ら解放 し，い まや 個 人 は ネ ッ ト

ワ
ーク を通 じて ，世 界中 ど こ の 人 と も繋 が る こ とが，少 な くと

も技 術 的 に は 可 能 とな っ た 、

　 また，ヴ ァ
ーチ ャ ル ・コ ミ ュ ニ テ ィ に 参与する 主体が個 人化

され る とい うこ と は，彼 f彼女 の 帰属 が 無意味 化す る こ と を も

意 味 して い る。彼 らが オ フ ラ イ ン 上 で どの よ うな集 団 に 所属 し

て い ようが，そ の こ とは 少 な くと もオ ン ラ イ ン 上 に お い て は棚

Eげ され る。しか もこ の こ とは もち ろ ん，肌の 色や 性別，そ の

ほ かの 身体 的特徴 に もあ て は まる。オ フ ラ イ ン 上 に お い て 自由

な コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン を阻害 しが ち な これ らの 要素が，ヴァ
ー

チ ャ ル ・コ ミ ュ ニ テ ィ におい て 重要視 され る こ とは ない 。オ ン

ラ イ ン 上 で は，自 ら明 らかに す る こ とが な い 限 り，自身の 本名

を伏せ て お き，「ハ ン ドル ネーム 」 を用 い る こ と も当た り前の

こ と に な っ て い る 。 この よう な匿 名性 とい うネ ッ トの 特質が．

オ ン ラ イ ン 上 で の 「気 楽 な」 コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン を支 えて い る

と言 え よ う
CV。さ ら に，イ ン ターネ ッ トの こ の ような特性が，

オ フ ラ イ ンで は発言力をあ ま り持 た ない 人 や，身体 的 に 不利 な

立場 に 立 た され る こ とop多い 人 の エ ン パ ワ メ ン トと な る 点 も注

目され て い る。こ うし て，オ ン ラ イ ン 上 に 共通 の 関心 を持 っ て

集 ま る人 々 は，み な平等に 発言権 を持ち，自分 の 考 え を自由 に

伝達 す る こ とが容 易 に なっ た の で ある。

　 ヴ ァ
ーチ ャ ル ・コ ミ ュ ニ テ ィ の こ れ らの 諸 特徴 は は じめ，多

くの 人々 によ っ て 歓 迎 された。すなわ ち彼 らは，この よ うな コ

ミ ュ ニ テ ィ の 誕 生 が，人 々 の 自出 なコ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン の ，あ

る い は 関係性 の 新 た な可 能性 を開 く もの と思 われ た の で あ る。

ラ イ ン ゴ ー
ル ドは こ の よ うな コ ミ ュ ニ テ ィの 出現を，「私た ちの

実 生活か らは イ ン フ ォ
ー

マ ル な開か れた交 流 ス ペ ー
スが 次 々 消

えゆ くなか で，世 界 中 の 人 々 の 胸 の なか で 膨 らみ 続 け る コ ミ ュ

ニ テ ィ を求め る 渇望 が 生 ん だ もの 」
：11］

と 表現 して い る。また，
マ イ ケル ・ハ ウベ ン とロ ン ダ

・
ハ ウ ベ ン は グ ロ ーバ ル な規 模 で

ネッ トワ
ーク に 接 続 され た人 々 を 「ネ テ ィ ズ ン 」 と い う新 た な

市民 の あ り方 と して提 示 し，そ の期待を次の よ うに述 べ てい る。

ネテ ィ ズ ン 達は 決まっ て ，親 切 で 友好 的 で す。〔
…

〕ザ
・ネ ッ

トの 社 会 は．知的 な 活動 を歓 迎 す る と い う点 に お い て ，オ

フ ラ イ ン の 社会 と異な ります 。 誰もが 自らもの を考 え，意

見 をザ ・ネ ッ 1・上 に 公開 す る こ と を求め られ ます。〔
…

〕ザ・

ネ ッ トの ユ
ー

ザーの
一

人
一

人が，特別 で，役立 つ 存在で あ

る とい う役 割 を 担 うこ とがで きます。それ ぞ れ の 利用
．
者が，

独自の 意見や関心 を持 つ とい うこ とが，ザ ・ネ ッ トに 専門

性 の 高 い 知識 を与 える の で す。そ れゆ え，一人
一

人の ネ テ ィ

ズ ン もザ ・ネッ トに とっ て 有益 で ．特 別 な 資源 と なる の で

す。それ ぞ れの 利 用者が，ザ ・
ネッ トの 知的 ・社 会 的価値

や可 能性 全体 に 貢 献 して い る の で す
匚12］。

　ある い は わ れ わ れ は こ こ に，代 表 的 ヴ ァ
ーチ ャ ル

・
コ ミ ュ ニ

テ ィ　
’‘
The　Well

”
の 理事会の メ ン バ

ー
で もあ る，ジ ョ ン ・バ ー

ロ ーの 有 名な 「サ イバ ー・．ス ペ ース 独 立 宣 言」 を付 け加 えて も

よ い だろ う。こ の 宣言は オ ン ラ イ ン 上 の 猥褻情報 を規 制す る「通

信 品位 法」 に反対 して な され た もの で ある が，そ こ で バ ー
ロ
ー

は サ イ バ ー・ス ペ ース の 徹 底 した独 立 を主張 す る。

わ れ わ れ が 創 りつ つ ある 旧：界 は，す べ て の 者 が，人種や 経

済力 や 軍 事力，ある い は 生 まれ に よる 特権 や 偏 見 を持 つ こ

と な く入 る こ とが 許 さ れ る もの で あ る。わ れ わ れが創 りつ

つ あ る 世界で は，だれ で も どこ で も，い か にそれ が特異 な

もの で あ れ，沈 黙 や服従 を強制 され る 恐 れ な し に，自らの
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信 念 を表 明す る こ とがで きる の だ
匚13］。

　 こ の ような熱狂 と期待 の なか で，か つ て は政 治学 者や社 会 学

者に よ っ て 考え られ て きた 「コ ミ ュ ニ テ ィ」 も必然 的 に そ の 意

味 を変 え る こ と に な る。バ リー・ウ ェ ル マ ン は，新 た なテ ク ノ

ロ ジ
ー

の 出現 が．どの よ うに人 々 の コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン の あ り

方 を変容 さ せ た か を段階的に 検討 した 論文の な かで ，「コ ミ ュ

ニ テ ィ 」を次の よ うに定義 して い る 。

私 は 「コ ミ ュ ニ テ ィ」を，社 交性，支援，情報，所属の 感覚，

そ して 社 会的 ア イデ ン テ ィ テ ィ を提供 する 個 人 間 の 結 びつ

きの ネ ッ トワ
ー

ク と定義す る。私 は，コ ミ ュ ニ テ ィ に つ い

て の 白分 の 考 えを，隣 人や村 落 に 隈定 しな い 。こ れ はい か

な る時 代 に もよ い 勧 告 に な り．そ して と りわ け，21世 紀

に は 的 を 射 た もの で ある
［14亅。

　 ウ ェ ル マ ン に よ る こ の 定 義 に は す で に，か つ て の 「コ ミ ュ ニ

テ ィ 」が 内包 して い た 「地 域 的共 同体」 と い う要 素 は 含 まれ て

い ない 。本稿の 議論に 即 して 言 えば，あた か もテ ン ニ エ ス 的な

血縁 的共 同 体が 徹底 的 に 駆 逐 さ れ た 結果，代わ りに ア
ー

レ ン ト

が古 代 ポ T丿ス に見 た，失 われ た は ずの コ ミ ュ ニ テ ィ が わ れ われ

の 時 代風 に ア レ ン ジ され た 「理 想 的 な」形に お い て 回帰 したか

の よ うで もあ る。

　 ヴ ァ
ーチ ャ ル ・

コ ミ ュ ニ テ ィの こ の ような認 識 はま だ，われ

わ れが 第二 節 で 見 た ような コ ミ ュ ニ テ ィ観 と部分 的 に繋 が っ て

い る 。 部分的とい うの は つ ま り，オ ン ラ イ ン ・コ ミ ュ ニ テ ィは

本性上 ，現 実的 な 場所 に 強 く結 び つ け ら れ た もの で は な い もの

の，集 ま っ た 人 々 は相互 に 信頼関係を築きあげ，互 い の 意見や

情報 を交換．し 合うとい っ た意味に お い て は 変わ ら ない か ら で あ

る。そ して，その ネ ッ トワ
ー

クが 人 々 の ア イデ ン テ ィ テ ィ の 重

要 な要 素 を提供 す る とい う点 に お い て も，現代の コ ミ ュ ニ タ リ

ア ン の 考えと 通底 して い る。そ れゆ え，オ ン ラ イ ン 上 で の 人 び

との 集 ま りが 「コ ミ ュ ニ テ ィ 」 と名指 され る こ とは ある 意味で

は 当然 の こ と とも言 える。

　 しか しなが ら今 日 に おい て は，ヴ ァ
ー

チ ャ ル
・

コ ミ ュ ニ テ ィ

が真 に理 想 的 な コ ミ ュ ニ テ ィ を実 現 し うる とい うよ うな熱 狂

は，幾 分沈 静化 した よ うに 見 える。今 日，ヴ ァ
ーチ ャ ル ・

コ ミ ュ

ニ テ ィ に言 及 す る 多 くの 研究 者 は もは や，その よ うな希 望 を抱

い て い ない 。 それ ゆ えわ れ わ れ は 次 に，そ の ような ヴ ァ
ーチ ャ

ル
・
コ ミ ュ ニ テ ィ に つ い て の 「醒 め た 」議 論 を 扱 うこ と に す る。

3．2　脱 理想化さ れた ヴ ァ
ーチ ャ ル ・

コ ミ ュ ニ テ ィ

　ヴ ァ
ーチ ャ ル ・

コ ミ ュ ニ テ ィ が 出現 した とき，そ れ が 性 別 や

年齢，あ る い は 肌 の 色 な ど．つ ま りは 身体 的 な表 象が 問題 と さ

れず，そ れ ゆえに こ そ 「純粋 な」言論 の み に も とつ い た，自由

なコ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン が 可 能に な る と して 迎 えられ た こ とはす

で に 述べ た。し か し な が ら こ の よ うな 考 えに はす で に い くつ か

の 疑 義が 唱 え られ 始め て い る、，た とえ ば ゴ ー
ド ン ・

グ ラ ハ ム は，

わ れ わ れの コ ミ ュ ニ ケー
シ ョ ン が言 葉 に よっ て だけで 成 り立 つ

の で は な く，身体 的 な ジ ェ ス チ ャ
ー

や 仕 種，外見 な ど もが重 要

脱一
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な役 割 を果 たす こ と に注 意 を促 して い る。グ ラ ハ ム に よれ ば，

所 属 や 身体 的 な諸属 性 を抜 き取 られた 「純粋 な精 神 」 だ けの 存

在 は，「貧困 化 された 人間 impoverished　person 」に他 な らな い 。

そ の よ うな脱身体化 され た 「幽霊」た ちの コ ミ ュ ニ テ ィ は，結

局 の と こ ろ 「コ ミュ ニ テ ィ の 二 流 の 形態 」 で しか な い
．15．’

　 ま た，サ イバ ー・ス ペ
ー

ス に お い て は，人種や 性 差 が 重視

され ない とい うこ とに も疑問の 声が 挙が っ て い る。バ ー
クハ ル

ターの 研 究は こ の 点で 興 味深 い もの で ある。そ れ に よ れ ば，オ

フ ラ イ ン 上 で は，人種 に 対する 偏見は，実際の そ の 人 との や り

と りの 中で 修正 され て い くの が通常で あ ろ うが，しか しなが ら，

オ ン ラ イ ン で の結 びつ きは，そ の よ うな 修 正 の 機 会 をほ とん ど

与 え ない 。人種 へ の 偏 見 に基 づ い た意 見が そ の ま まや り取 りさ

れ る結 果，今度 はそ の よ うな偏 見 の ほ うが逆 に，現 実 の 人 種

ア イ デ ン テ ィ テ ィ に 影響 を与 えて しま うこ と が あ る とい う
［16］。

こ れ らの 研 究 は．オ ン ラ イ ン 上 で の コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン の や り

と りが現 実の 生 活 と完 全 に切 り離 された もの と して は存在 し得

ない こ と を示 唆 して い よ う。

　 さ ら に．イ ン タ
ー

ネ ッ トに 接 続 す る ＃一体 は そ も そ も の は じ

め か ら個人 化 さ れ て い る に もか か わ らず，共通の 関心 や 趣味な

ど を 媒介に した，あ る種 の 立 恵 的 な共 同 体 を 実現 す る こ とが で

きる と考 え られ て い た わ けだが，その ような見知 らぬ もの 同士

の コ ミ ュ ニ ケー
シ ョ ン そ の もの を強調する コ ミ ュ ニ テ ィ観 は次

第に 失 われ つ つ あ る よ うに 思 われ る。言 い 換 え れ ば こ れ は，オ

ン ラ イ ン ・
コ ミ ュ ニ テ ィ の 存在 を道 具主 義 的に 捉 える 見 方が強

ま っ て い るとい うこ とで もあ る。こ こで 道具 主義 的 とはた とえ

ば，オ ン ラ イ ン ．．ヒの 交流 自体を日的 とせ ず，た だ必要 な情報収

集の た め に 「掲示板 」 や 「コ メ ン ト欄 」 を読 む よ うな 傍観 者 的

な利 用 の 仕方を指 して お り，そ こ で は参加者同士 の い か な る親

密な関係や 信頼関係 も特に 必要 と され ない こ とは 言うまで もな

い 。そ れ ゆ え，「私が 情 報 を提 供す る 相 手 は，私 を直接 助 けて

くれ る立場 に は あ り得 ない か も しれ ない が，そ れで も他 の だ れ

かが 私 を助 けて くれ る可 能性 はあ る」 と述べ るラ イ ン ゴ ール ド

の よ うな 「お人 よ し」 は．ヴ ァ
ー

チ ャ ル
・

コ ミュ ニ テ ィ に と っ

て 以 前 ほ ど 重要 な 態 度 とは 見な さ れ な い 。

　 ヴ ァ
ー

チ ャ ル ・
コ ミ ュ ニ テ ィ に 集ま る 人 々 が，互 い の ため

に 尽力 す る こ と をや め，個人 主義 的傍観 者 に なる に つ れ，そ こ

に存 在 す る こ と を期待 され た共 同性 も次第 に 消 滅 して い く。そ

れ ゆ え，マ ーク ・A ・ス ミ ス と ピーター・コ ロ ッ ク が 「ほ と ん

どの オ ン ラ イ ン ・グル ープの 構 造 は ア ナーキーで あ る か，独 裁

的 で あ る か で あ る 」
匚17亅

と述 べ る こ と も致 し方 な い こ と か も し

れ な い 。ヴ ァ
ー

チ ャ ル ・コ ミ ュ ニ テ ィ の この よ うな 認識 は，か

つ て 想い 描か れて い た 人 び との 共 生 の ヴ ィ ジ ョ ン と して の 「コ

ミ ュ ニ テ ィ 」 とあ ま りに もか け離 れ て し まっ て い る。

　 こ れ らの 事 実 は，「ヴ ァ
ーチ ャ ル ・コ ミ ュ ニ テ ィ

＝理 想 的 コ

ミュ ニ テ ィ 」 とい うこ れ まで の 図式 の 修止 をわ れ わ れ に迫 る。

ク レ イ グ ・キ ャ ル ホ
ー

ン に よ れ ば，イ ン タ
ー一

ネッ トを通 じた コ

ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン は 結局 の と こ ろ，そ の ほ と ん ど が 友 人 間や 家

族間 な ど，すで に オ フ ラ イ ン 上 で ある 程度の 関係を築い て い る

者 同 士 に 限定 さ れ る こ とを指摘 し，「ヴ ァ
ーチ ャ ル

・
コ ミ ュ ニ

テ ィ 」 とい う呼 称 は あ る 意 1床で 大袈 裟 （overstatement ） で あ
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る と述 べ る。

イ ン ターネ ッ トは，とて も便 利 な道 具で は あ るが，そ れ を

用 い た活動 の 力 は，い ま だお お か た ロ
ー

カ ル な もの に基 礎

を持 っ て い る。つ ま り．イ ン タ
ーネ ッ トが最 も有効 な もの

に なるの は，その 外 部 で 組織 された 人 々 の 能 力 に付 け加 え

られ る場 合 で あ っ て．現 実 の もの を 「ヴ ァ
ー

チ ャ ル ・
コ ミ ュ

ニ テ ィ 」 に よ っ て 代 用す る場 合で は ない
臓 。

　 イ ン タ
ーネ ッ トは 現実 に は 不 可能に 思 わ れ た 理想 を実現 する

ど こ ろ か，そ の 代用 に もな りは せ ず，そ れ が 果 た す役割 は，現

実 の 諸 関係や コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン を補完す る ツ
ー

ル と して 考 え

られるべ きで ある．キ ャ ル ホ
ー

ンは そ う唱えて い る 。 こ の よ うな

キ ャ ル ホ
ーン の 議論 を受 け，デ ラ ン テ ィ は 「ヴ ァ

ー
チ ャ ル

・
コ ミ ュ

ニ テ ィ と い う発想 に つ い て は，何か ま っ た く新 しい もの の 創出

と い うよ りも，非 常 に多様 な社 会的帰属
．
形 態 の 表現 に 対 して Nj

．

能性 を提 供す る情 報 通信 技術 の イ ン パ ク トと い う，も っ と分 化

し た 見方 に トーン を弱め る べ きで ある 」
［L9：

と主張す る の で ある。

　 さ らに こ こ で は．ア ル バ ート・ボ ル グマ ン に よ る コ ミ ュ ニ

テ ィ の 三 つ の 分類 を参 照 して お くこ と が，わ れわ れの 理解 を助

け て くれ る だろ う。ボ ル グ マ ン は コ ミュ ニ テ ィ の 種類 を 「道 具

的 コ ミ ュ ニ テ ィ instrumental　communities 」，「最終の コ ミュ

ニ テ ィ final　cemmunities 」．そ して 「商 品 化 さ れ た コ ミ ュ ニ テ ィ

eommodified 　communities 」 に 分 類 し て い る。「道具 的 コ ミ ュ

ニ テ ィ」 とは，前 述 の 個 人主 義的 に 利用 され る コ ミ ュ ニ テ ィ 観

と一致 して い る た め，こ こ で 再 述す る必 要 は ない だろ う。

　次に 「最 終 の コ ミ ュ ニ テ ィ 」 と は，手段 と い うよ りもむ しろ ，

目的 と して の コ ミ ュ ニ テ ィ で あ り，そ の 構成員 で ある こ とが そ

の 人 に とっ て の 「生 きる埋 山」 となる よ うな コ ミ ュ ニ テ ィ を指

す。ボ ル グマ ン が こ こ で 想 定 して い る の は ，家族 や 恋 人．親 し

い 友 人 と の つ なが りで あ るが，こ こ で 重 要な こ と は，こ の 「最

終の コ ミュ ニ テ ィ 」 には リア リテ ィや，人 間の 身体 的 現前 が不

可 欠で ある とい うこ と で あ る。そ れゆ えボ ル グマ ン に したが え

ば，サ イバ ー・ス ペ
ー

ス に お い て こ の 種の コ ミュ ニ テ ィ を 実現

す る こ とは 不可 能 とな る 。

　最 後 に 「商 品化 され た コ ミ ュ ニ テ ィ 」で ある が，ボル グ マ ン

に よれ ば，イ ン タ
ーネ ッ トは そ の 本性 上，あ ら ゆ る もの を商 品

化 す る もの で あ る。そ れ ゆ え ヴ ァ
ーチ ャ ル ・コ ミ ュ ニ テ ィ に 参

与 す る 主体 もまた ，あ らゆる現 実世界 の 属性 を剥奪 され る こ と

に よ っ て ，魅 力 的 な 人格 へ と変 貌す る の で あ り，ボ ル グマ ン は

こ れ を 「自己 の 商 晶 化 」と 呼ん で い る。しか し な が ら，ヴ ァ
ー

チ ャ ル な 自己の こ の 魅 力は褪せ 始め て い る と彼 は 指摘する 、、と

い うの も．エ レ トロ ニ ッ ク で 脱 身体化 さ れ た コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ

ン は 結 局 の と こ ろ 倦 怠感 を惹 き起 こ す か らで あ り，したが っ て ，

ボル グマ ン は 次の よ うに 結 論す る。

ま っ た くイ ン ターネ ッ トは，中心 的 で は な い に して も．引

き立 て 役 と して 最 終の コ ミ ュ ニ テ ィ の 役 に立 つ
。 そ れは ，

意 義 と充足 の コ ミ ュ ニ テ ィ の 必要条件 を際立 たせ る た め の

バ ッ ク グ ラ ウ ン ドを提供 して くれ る
匚2°］。

　わ れ わ れ は今 目の ヴ ァ
ー

チ ャ ル ・コ ミ ュ ニ テ ィ観を概 観 して

きた が，い まや，そ こ に 抱 か れ た期待が 消え去 りつ つ ある こ と

は 明 らか だ ろ う。か つ て 人 々 の 理 想的 な 共生 の あり方に 付 され

た 「コ ミ ュ ニ テ ィ 」は い まや，脱
一
理想化 さ れ，日常の 人間関

係 を補完 す る もの とな っ た。「コ ミ ュ ニ テ ィ 」 とい う名は変 わ

らず とも，こ こ に 見 られ る変 化 は 明 らか だろ う。す な わち ヴ ァ
ー

チ ャ ル ・コ ミ ュ ニ テ ィ が熱狂 的 に 歓迎 された と き，そ こ に は テ

ン ニ エ ス の ゲマ イ ン シ ャ フ トにお け る よ うな人 び との 互 恵 的関

係，ア
ー

レ ン トが公 的領域 に み た 他者 と の 自由 なコ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン ．ある い は ラ イ ン ゴ ール ドや，ハ ウ ベ ン らが 初期 の ヴ ァ
ー

チ ャ ル
・
コ ミ ュ ニ テ ィ に つ い て 述べ た 匿名の 他 者 へ の 配慮 な ど，

コ ミ ュ ニ テ ィ に不 可 欠 とされ た 諸要素が 存在 して い た。しか し

なが ら，日常の 人 間 関係 を補填 す る ッ
ー

ル とな っ た 今 H の オ ン

ラ イン で の 集ま りに は，そ の よ うな もの は もは や 存在 して お ら

ず．それ ゆ えこ れが，い まだ 「コ ミ ュ ニ テ ィ 」 と呼ばれ る こ と

に は．い か なる 必 然性 もない と言 え よう。われ われ は こ こ に，「コ

ミ ュ ニ テ ィ」 と い うよ りもむ しろ，テ ン ニ エ ス が かつ て 「ゲ ゼ

ル シ ャ フ ト」 と呼 んだ もの を，あ るい は ア
ーレ ン トが 「私的 な

もの 」 の 肥大 化 として 捉 え た 「社会 」 を，そ して 現代 の コ ミ ュ

ニ タ リ ア ン が 警鐘 を 鳴 ら す 「個 人主 義 」 を 見 山す の で あ る。

　　もしヴ ァ
ー

チ ャ ル ・コ ミュ ニ テ ィ を め ぐる こ れ らの 言説 が

示 す と お り，今 日 そ れ が 変 容 し，「理 想 の コ ミュ ニ テ ィ 」 足 り

得 ない とす れ ば，わ れ われ は この こ とをい か に捉 える べ きだ ろ

うか。われ われ は こ れが 変容の な か で
．
喪失 し た もの を概念的に

同定 す る 必要 が あ る。こ こ で 提 示 した い こ とは，政治 哲学 の 概

念が．こ の 理 解 に 寄与 す る と い うこ と で あ る。わ れ わ れ は 次節

に お い て ，ハ ン ナ・
ア
ー

レ ン トの 権 力 の 概 念 に照 明 を当て る こ

とで ．こ の こ とを明 らか に した い 。

4．ア
ーレン トの 「権力」概念とヴ ァ

ーチ ャ ル ・
コ ミュ ニ テ ィ

　 こ こ で 断 っ て お きたい こ とは．わ れわれが こ れ まで ヴ ァ
ー

チ ャ

ル ・コ ミュ ニ テ ィ の 変 容 に つ い て 述 べ て きた こ と は，飽 くまで

それ をめ ぐる 「言 説の 変容」で あ っ た と い う こ とで あ る、、しか

し なが ら本稿で は，この 言説に お ける変容が ，実際の オ ン ラ イ ン
・

コ ミ ュ ニ テ ィ の 実 情 を反 映 し て い る と仮 定 し議 論 を 進 め た い 。

こ の よ うな次元 の 直線 的 な移 行が 問題含み で あ る こ とは 承知 し

て い るが．しか しなが ら本稿の ように，まさに 無 数に 存在 す る，

あ る い は 存在 して きた オ ン ラ イ ン ・コ ミ ュ ニ テ ィの 特徴 を概 念的

に 抽 出 し よ うと す る 場 合，その よ うな
t．−t

般 化 〆抽．象化 もま た 不

可 欠な作業 なの で あり，そこ で 零 れ落ちる 個々 の コ ミュ ニ テ ィ

の 特殊性 を吟味す る こ と は，今後の 研 究 を俟 つ と こ ろ で あ る、

　 ヴ ァ
ー

チ ャ ル ・
コ ミ ュ ニ テ ィ の 変 容 を検 討す る た め に，こ こ

で 取 り上 げた い の は，アー
レ ン トの 「権力 」の 概 念で あ る。ヴ ァ

ー

チ ャ ル ・
コ ミ ュ ニ テ ィ の 分析 に 「権 力」 とい う政治 学 の 概 念 を

用 い る こ とは 突 飛 に 思 わ れる か もしれ ない 。しか しなが ら，こ

の 概念 を政 治理 論 の 議 論か ら切 り離 し，ヴァ
ーチ ャル ・コ ミ ュ

ニ テ ィ の 分析 に 応用 する こ とは，そ れ が 「変容」の な か で 失 っ

た もの を概 念 的 に 把 握 する た め に 最 も有効で あ る と考え る。
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　ハ ン ナ
・
ア
ー

レ ン トが 提出 した 「権 力」 の 概 念 は，わ れ わ れ

の 常 識 的 な理解か らして．極め て 特異なもの で ある 。 まずアー

レ ン トに とっ て 権 力 とは，強 者が 弱者 に 対 して 自ら の 意 図 を

実現 す る た め に 行使 す る よ う な 強 制 力 の よ うな もの で は な い
。

ア ーレ ン トが公 的領 域 の こ とを，人 々 が 意見を交換 し合う政治

的な領域 と捉 えて い た こ とはす で に述 べ た とお りで あ る が，彼

女 は公的 領域 で 行わ れ る 活動 を 「行 為 action 」 と呼 ん で い る。

権力 は こ の 行為 に密 接 にかか わ っ て お り，こ こ で 彼女 に よる 定

義 を確認 して お こ う。

権 力 は．行為 し語 る 人 び と の 問 に 現 わ れ る 潜在 的 な現 わ れ

の 空 間，す なわ ち公的領域 を存続 させ る もの で あ る。〔…〕

行 為 の 束 の 間の 瞬間が 過 ぎ去 っ て も人 び とを結び つ けて お

くもの （今日 「組 織」 と呼ば れ て い る もの ），そ して 同時 に

人び と の 共生 に よ っ て存続する もの，これ が 権力で ある
匚刎

。

　 ア
ー

レ ン トに よれ ば．権力 は 単一
の 人 間，あ る い は少 数者に

属 す る もの で は あ りえず，集 ま っ た複数 の 人 間の 「あい だ」に

形成 され る もの で あ る。その よ うな複 数 の 入 間の あい だ に 立 ち

現 れ る 権力 こ そが ，と もす れ ば 空虚 に陥 りが ち な言論 の 空 間 に

リ ア リテ ィ を与 える の で あ り，ア ーレ ン トが そ うして 生 み 出 さ

れ る結び つ きを 人 間関 係 の 「ウ ェ ブ 」と 呼 ん で い る こ とは示唆

的で あろ う。

　 また，わ れ わ れ の 通 常 の 理 解 で は，権 力 は 「暴 力」 と強 い 親

和 性が あ る と され る。つ ま り権力者は 同時に，暴 力手段 を有す

る もの で もあ る とい うわ けだ。しか し な が ら ア
ー

レ ン トの 権力

観の 独 自性 は，そ れが 暴力 と鋭 く対 立す る こ とに あ る。

政 治的 に 言 えば，権力 と暴 力 は同一
で は ない とい うだけ で

は 不十 分で ある 。 権力 と暴 力 は 対
．
立 す る。一

方が 絶対 的 に

支 配 する とこ ろ で は．他方は 不 在で あ る
：22：

．

　 こ の よ うな暴力 とは 峻 別 され た ア
ー

レ ン トの 権力概 念 の 特異

性 は，例 え ば マ ッ ク ス ・ヴ ェ
ーバ ーの そ れ との 比 較を通 じて よ

り明 らか に され る 。 ヴ ェ
ーバ ーに と っ て，権 力 の 担 い 手 の 代 表

者は国家に 他な ら ず，そ れ は次の よ うに 定義 されて い る。

近 代国家 とは，ある領域 の 内部で，支配集団 と して の 正 当

な物 理的暴 力 行使 の 独 占に 成功 し た ア ン シ ュ タ ル ト的 な 支

配 団体 で あ る こ と。そ して こ の 独 占 の 目的 を達 成 する た

め，そ こ で の 物 的 な運営 手段 は 国家 の 指 導者 の 手に 集め ら

れ，その 反面，かつ て これ らの 手段 を固有 の 権利 と して 掌

握 して い た 自立 的で 身分 的 な役職 者 は 根 こ そ ぎ収 奪 され，

後 者 に 代 わ っ て 国 家 み ずか らが ，そ の 頂 点 に 位置 す る よ う

に なっ た 〔
…
〕

［231

　 ヴェ
ーバ ー

に よ れ ば，近代 国家権 力 は暴力，あ る い は 暴 力 手

段 を独占す る こ と な しには成立 しえな い 。す なわ ちこ こ で 権力

は，暴力 とほ とん ど 同
一

視 され て い る と 言 っ て も よい だ ろ う。

権．力 は 暴 力 を独 占す る も の で ある し，暴 力手段 を独 占す る もの
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はす なわ ち権 力 者で あ る と い うわ け だ、，社 会科 学，な らび に 人

文科 学 の 分 野 にお け るマ ッ クス ・ヴ ェ
ーバ ー

の 仕事 の 甚 大 な影

響力か ら考 えて ，彼 の 権 力定 義の イ ン パ ク トが 非常 に大 きか っ

た こ とは 想像 に 難 くな い 。そ うで あ れ ば こ そ，ア ーレ ン トが権

力 を暴 力か ら切 り離 した こ と の 意義は，ます ます重 要性 を帯 び

て 来る の で ある 。

　 しか しな が ら，数多存在す る ア
ー

レ ン ト研究 の な か で 彼 女の

権力概念が ，彼女が 提出 した 他の 諸概念 と比較 して、あま り言

及 され て こ な か っ た こ と．も し くは そ の 概念の 実効性が しば し

ば疑 われ て きた こ とは，そ れ 自体注 目に値 する。ア
ー

レ ン トの 政

治理論 に大い に触発され，自身の コ ミ ュ ニ ケ イ シ ョ ン 理論の
一
部

を彼女 に負 っ て い ると告 白す る．ユ ル ゲ ン ・ハ ーバ ー
マ ス の よう

な哲学 者 で す ら，彼女 の こ の概念 に つ い て は懐 疑 的なの で あ る、、

　ハ ーバ ーマ ス によ れ ば，ア
ーレ ン トの 暴力 と切 り離 され た権

力概 念は ，実際 にそれが 機 能 し始 め るや 否や，政 治的 諸制 度 の

うちに構造 的 に 存在す る暴力関係 を隠蔽 して し まい か ね ない 。

　 　 　 　 　 　 　 　 h　 h　 h　 h　 N　 N

構造 的 な暴力は，暴力 と して は 表明 され ない で，む しろ，

正 当性に とっ て 有効 な確信が 形成 さ れ 育成 さ れ る 場
．
の コ

ミ ュ ニ ケ イ シ ョ ン を，秘 か に 阻．rEする の で あ る。〔
…

〕共

通確信が もつ 権力に よ っ て 飾 られ て い る幻想を，わ た し た

ちは イデ オ ロ ギーと呼ぶ
［24］。

　 しか しなが らわ れ われ は，ハ
ーバ ー

マ ス の こ の 批 判は もっ と

もで あ る とい わ ざる を得 ない 。つ ま り，暴力 とは全 く対立 す る

よ う なア
ー

レ ン トの 権 力 概念 の 実効 性 は，「現 実 的 に は 」 想定

が 困難 な の で あ る 。 と もす れ ば それ は．現実 の 暴 力 関係 を 隠 蔽

する イ デ オ ロ ギ
ーと して 機能 しか ね な い 。

　そ れ で は ア
ー

レ ン トの この 概 念 を，ヴ ァ
ー

チ ャ ル
・

コ ミ ュ ニ

テ ィに 適 用 した場 合 は ど うだ ろ うか。た とえ 「現 実」 の 政 治 過

程 におい て は暴 力 の 痕 跡 を消去 し得 ない と して も，オ ン ラ イ ン

上 にお い て は，少 な くと も物理 的な暴力の 行使 は不可 能で あ る と

い うこ と が 出来 る。それ ゆ え ヴ ァ
ーチ ャ ル ・コ ミ ュ ニ テ ィ の その

よ うな 条件 は，ア
ー

レ ン トの 言う権力の もっ と も 「純粋 な」現

われ を可 能に する の で あ る。つ ま り，暴力 と切り離さ れ た権力は，

コ ミ ュ ニ テ ノ を破壊す る もの で あ る どこ ろ か．コ ミ ュ ニ テ ィ の

存続 を保 証 し，そ の 成 員 同士 を結び つ け る もの と して 機能 する。

　 こ の よ うにア
ー

レ ン ト的権 JJとヴ ァ
ーチ ャ ル

・
コ ミ ュ ニ テ ィ

の 関係 を捉 えた と き，わ れわ れは ヴ ァ
ー

チ ャ ル ・コ ミ ュ ニ テ ィ

が そ の 変容 の な か で 失 っ た もの を次 の よ うに概 念 化 して 把 握 す

る こ とが 出来る。すなわ ち，前節で 述 べ た，ヴ ァ
ー

チ ャ ル
・

コ ミ ュ

ニ テ ィ に お ける個 人主 義的利用 は．あ る 意味で は，イ ン タ
ーネ ッ

トの 諸 特性 か ら して 当然 の 成 り行 きで あ る，、ヴ ァ
ー

チ ャ ル 空 間

に お け る 結 び つ きは そ もそ も 「
．
薄 い つ なが り」 で あ っ て ，また，

そ こ に どの よ うな人 々 も 自由 に出入 り山来 る こ とが，オ ン ラ イ

ン
・

コ ミュ ニ テ ィ で の 利 点 で もあ っ た。に もか かわ らず．ラ イ

ン ゴ ー
ル ドが The 　WeU で 繋 が る 人 々 に 対 して 「う ちか ら沸 い

て くる 強烈 な信頼感」
［Z5］

を感 じ て い た よ うに．或い は，エ ス

タ
ー・

ダ イ ソ ン が ，サ イバ ー・
ス ペ ー

ス で の 人 々 の 共 同作業 に

よ っ て 生 じる 「何 か 不 思譲 な力 を得 た よ うな 感覚 」
［261

に つ い
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て 述べ て い る よ うに，こ の ヴ ァ
ー

チ ャ ル な空 間 に お い て 強 い 信

頼 関係 が生 まれ，た と え オフ ラ イン 中 に あ っ て も，彼 らが相 互

に強 く結 び付 くこ とが可 能 だ っ た とす れ ば，そ れは，ア
ーレ ン

トが 「権力 」 と 呼 んだ紐帯が 人 々 を結 びつ けて い た と言 うこ と

が 出 来 よ う。そ して そ れ が変 容 の な かで 失 っ た もの もまた ，こ

の 「権力 」 なの で あ る。

5 ．お わ り に

　 こ れ まで 本稿で は，政治理 論や 社会科学 な どの 学問分野 で 議

論 さ れ て きた コ ミ ュ ニ テ ィ 観 との 比 較 を通 じて，ヴ ァ
ー

チ ャ ル
・

コ ミ ュ ニ テ ィ をめ ぐる言説の 変容に つ い て 明 らか に して きた。

　 こ の 変 容 を要約 すれ ば，新 た な テ ク ノ ロ ジーが可 能 に した

ヴ ァ
ー

チ ャ ル ・
コ ミ ュ ニ テ ィの 出現 は は じめ，オ フ ラ イ ン で は

失 わ れて しま っ た コ ミ ュ ニ テ ィ の 代替，も しくは それ以 上 の も

の に な る と して 歓迎 されたが，しか し．その 期 待は 次 第 に薄 ま

り．ヴ ァ
ー

チ ャ ル
・

コ ミ ュ ニ テ ィ は い まや，せ い ぜ い 日常 に お

ける 人 間関係 を補 完 す る ッ ール と 考 え ら れ る よ うに な っ た と い

うこ とで あ る 。

　 本稿 で は ヴ ァ
ー

チ ャ ル
・

コ ミュ ニ テ ィ の 変容 を，ア
ー

レ ン ト

の 権力 の 概念 か ら考察 した。ア
ー

レ ン トの 権力概 念 は，暴力 と

は鋭く対立す る もの で あ り，複数の 人 び との あい だ に 現 われ，

人 び とを相 互 に 結 びつ け る もの で あ っ た。そ れ ゆ えわれ わ れ は，

原 理 的に 物理 的 な暴 力が不 可 能で あ る ヴ ァ
ーチ ャ ル ・ス ペ ース

にお い て，もっ と も 「純粋 な」形 にお い て こ の権 力 が存 在 しえ

た と考え，そ して ヴ ァ
ー

チ ャ ル ・コ ミ ュ ニ テ ィ の 変容を 人び と

の あ い だ に創設 さ れ た 権力が 衰退 し た こ と に 求め た の で あ る。

　われ わ れ は，こ の 衰退 した権力が再生 し，ヴ ァ
ー

チ ャ ル ・
コ ミ ュ

ニ テ ィ が再 び 人び とを有機 的 に 結 びつ け る 場 に なる こ とを期 待

で きる だ ろ うか。ある い はい まや ，テ ン ニ エ ス の い うゲマ イ ン

シ ャ フ ト的 な共 同体 へ の ノ ス タ ル ジーか ら脱却 し，新 た な共同体

の 概念 を練 り上 げる と きなの だ ろ うか、、 この 問 い に応 える こ と は

容易で は ない が 少なくともわれ われ が 言い 得る こ とは，本稿に

お け る ヴ ァ
ー

チ ャ ル ・コ ミ ュ ニ テ ィ の分析 に よ っ て，これ まで あ

ま り顧慮 され る こ との なか っ た ア
ーレ ン トの 権力概 念 を，その

生 き生 きと した様相 にお い て 把握 で きた よ うに，こ の ヴ ァ
ーチ ャ

ル な コ ミ コ ニ テ ィ とい う極め て今 日的な現象 は，政治理論 に と っ

て 今後 も重要 な 関心事 で あ り続 ける だ ろ うとい うこ とで あ る。

注

（1）イ ン タ
ー一

ネ ッ トにお け る匿 名 性 には もち ろ ん，利 点 のみ な らず．

　欠 点 も存在 し，そ れが 孕 ん でい る問 題 性 につ い て は す で に 数多 く

　指摘が な され て い る が ，た とえば，バ ト リシ ア ・ウ ォ レ ス の 『イ

　 ン タ
ー

ネ ッ トの 心理 学』 （NTT 出版，2     2） を参照。
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