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要旨

情報技 術の 大き芯進展 は，人 のコ ミ ュ ニ ケ
ーシ ョ ンのあ り方をも大き く変 容さ せ た 。そ の 変 容に よ っ て 人間の 心 に も 大き な 影響 を 及 ぼす こ

とが懸念 されてい る。本論 では，イン タ
ー

ネ ッ トで の チ ャ ッ トが 大き な一要因と な っ た 解離性同 一性障害の 症例 を検 討 しなが ら，メ デ ィ ア

の 構造 がどの よ う1三ζの虚ラに患者の症状を構璋化してい っ たのかの 1、一つ の可能性を 論じ る 。こ の 症例解釈か ら推測さ れ るの は ，い わ ゆ
．

る仮想 現実の肥大が問題な のではな くむ しろ象徴 的な仮想性の 脆弱さ が 問題で あ っ た と い う こ と で あ る 。こ の た めに ，患者 は内面 空間を 自

己の物 語と歴史に よっ て構成するのではな く，他者に語 られ る物語を享受するこ とで 構成する一．委託的ナル シ シ ズムを基本的な人 格構造 と

してい ること、そ して孕の構 璋にメデ ィアが利用 された とい う解釈が 導か れ た 。こ う しゅ 吻 面性の 境界の 変容；ま，今後の 学 際的な情

報文化研究 の重要 な
一

フ ァ クタ
ー

で あると考え られ る。

Abstract
The　development　of　the　infonmation　technology　transforrns　the　human 　communication 　style．　This　t旧 nsfoma ヒion　also　in惘uences 　the　human

mentality．　This　paper　aigues 　the　case 　observation 　of　a　dissociative　identky　disorder　patient　in　which 　the　chat 　on 　intemet 　was 　the　one 　ot 　the

stgnificant　factor，　and 　points　out　the　one 　possible　interpretation　aboUt 　how 　the　StruCture　ef　the　media 　st ［」ctures 　the 　patient
’
s　symptom ．1冂his

argument 　suggests 　that　what 　is　problematic　ts　not 　the　ovengrowth 　of 　the 　virtual 　reality 　but 　the 　tragility　ot 　the 　symbolic 　vtrtuality ．　Because 　Of

this　fragility　this　patie冂t　cannot 　constructs 　her 　inner 　space 　by 　se ［t卩history　telling　but　enloy 　being　told　by　the 　ether ．　The　a し瞳hor　interprets　that

this　patient
’
s 　psychic　st冂」cture 　is　characterized 　as 　anactitic冂arcissism ，　which 　enioys 　the 　story　of 　oneself

”
being 　told　by 　the 　other

’
  and 　the

media 　was 　embedded 　in　th｝s　psychtc　structure．　This　transfomation　of　the　boundary　ef　subjeCt
’
s　inner　space 　would 　be　the 　one 　of 　the 　impor−

tantiaCterin　the　interdiScip【inary　research 　ofthe 　information　culturoLogy ．

01 ● は じめ に

　20 世紀は，その め ざ ま しい ばか りの 技術の 発展 と，そ こか

らも た ら され る大きな 文化的変動 に彩 られた 世 紀で あ る。しか

しそ うはい っ ても ，イン タ
ー

ネッ トと携帯電話に代表され る情

報技 術 の普 及 1ま，やは り最 も根底 的 に文化の あ り方を変革 した

ひ とつ とい っ て よ いだ ろ う。そ れは情 報文化 と呼ぶ に ふさ わ し

い
一つ の 文化の創出で あ る。

　 もちろん ，我々 は，たとえば 「イ ンターネ ッ トによっ て 何が

ど う変わ る」な どとい っ た過 度に単純化され た 技術決定論に与

す るつ も りはな い。だがジンメル
「’El

の 言 うよ うに，文化と は，

人の 心が自分自身に至る ために，必ずとる こ とになる 回り道で

あ り，その 回 り道がも つ 客観的な性質がそれ 自身独目の 論理 を

持 っ て い る た め，心 を無理 矢理そ の 枠に はめ て しま うも の だ，

とい うこ とも無視できない事実である。 こ とに、メディ ア と1ま

ま さに その 回 り道その も の だ。人が文化の な か で の 人とな る た

めに，こ の 異物を心の 基底的な構造に取 り込ま ねばならず，あ

たかも自明の ことのようにそれを第二 の 自然 とするこ とで，情

報文化 が成立する の だ と した ら，その 際に 生ずる ひ ずみ や 影響

を もま た多面 的 に検 討す る必要 が あろ う。

　あ る意味で は こ う した問題 はすで に通 俗的な テ
ー

マ にな っ て

さ えい る。携帯電 話や電 子 メ
ー

ル が人付 き合いを 自己中心的な

も の に したの で はな い か，コ ンピ ュ
ー

タ は ヴァ
ー

チ ャ ル な 情報

だ け に偏っ て いて ，生 きた体験を軽視させ な いか ，ある い はこ

の 奇妙な事件は仮想現実が妄想的に肥 大して，現 実を浸食 して

い っ たがゆえ に引き 起こ さ れ たの で はない か，等々。も 5 うん

学術的に こ う した現状を確認，報告 して い る もの も多 々 ある。

代表的な例を挙げれば，たとえば社会心理学的視点からは夕一

クル
匚131 が一連の 著作で 早 くか ら情報化社会に お け る主体のア

イ デン テ ィテ ィな どの 問題 に取 り組ん でい る。我が国で も小此

木が一般向けの い くつかの著作 匚1BI
で，現状の 確認 とその分析

を，母性的芯 も のの 肥 大とい うか たち で 示唆 して い る。ま た，

メ デ ィ ア 研究 の 側か らも，最 近相次 い で 翻訳の 出た シ ル バース

トーン 匚m ，ロ ビン ズ 【19］などがそれ ぞれウィ ニ コ ッ トやビオン

らの イ ギリス の 精神分析家を研究に援用 して い る。

　こ うした動向からも，情報文化の 研究はい まやその 結実たる

諸々の 成果の 分析の 上に，さらに その 土壌 となるべ ぎ人間の心

の位置づ けを考察 して い くこ との重要性 を考える 時期に き てい
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るの で はないかと思われ る。

　 ここ で は，特 に コ ミュ ニ ケ
ー

シ ョ ン に関わ る 諸相，すな わち

電子 メ
ー

ル や携 帯電 話 とい っ たテ レコ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン と ，よ

り広 い コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ンスペース，つ まりイン ターネ ッ トを

代 表 とす る ネ ッ トワ
ー

ク ・コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン に 議論の 焦点を

絞る こ とに しよ う。そ して ，ここ で上 げ られ た諸要素 と密接に

関連 し た具 体的な症例 を精神分析的な 観点 か ら読み直すこ と

で ，大 き な変 革 を迎 えて い る コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン ス タイル を 特

徴 と ずる 情報 文化の なか を生 き る人間の 抱える こ こ ろの構造を

切 り出 した い と思う。

　 本論で は，まず第2 章で症例を要 約 して 提 示 し，そ の概 略 を

把握 する こ とを 目指す。引 き続き，第3 章 で は症 例を 以下の よ

うに整理する 。 まず，精神分析的な観点か ら は，一股 に ヴ ァ
ー

チ ャ リテ ィ とよばれ て い るも の は3 つ の区 分 が ある の では な い

か とい うこ とを指摘 し たい 。そ して ，そ の3 つ のヴァ
ー

チ ャ リ

ティ の うち，本症例で 特に重要とな る想像的，象徴的ヴ ァ
ー

チ

ャ リテ ィ を ，まず 概念提 示 ，そ して引 き続 き 本 症例に おい て の

その 概念の意義と い う順 で 説明 して い く。第4章 で は，第3章

での概念分析を 受けて，一つ の総体 的な仮説を提示 して み たい

と思 う。筆者は そ れ を 「内面 空 間 の喪 失 1 と呼 びた い と思 う。

精神的芯 障害を 抱える もの は，多くの 場合，よ く言われ る よう

にま る で鉱山の カ ナ リア の よ うに，社会変動 をい ち 早く捉え ，

そ れ にい さ さか 不器 用な 仕方 で 適応 しよ うと して い るも の で あ

る。本 症 例も ま た，情報文化の 急激な展開に対する一つ の不器

用 な適応の試み と して，この仮 説の 傍 証 とな りうる もの で あ ろ

うと論 じよ う とお も う。最畿 に第 5章 で は この 概念 整理 と仮 説

に よ っ て も た らされ る本稿 の意 義 と展 望に 触れて ま とめ と した

い。

02 ● 癧例呈示

　　　まず早速 に 具体的な ケ ース を 呈示 しよ う。以 下 は ドイ ツの代

　　表的な精神神経学誌で ある Nervenarzt に掲載され た症例で あ

　 　る 【1° 

　　　患 者1ま39歳の 女性。幼児期に 母親による継続的な身体的虐

　　待、ネグ レク トを受けて い る。12 歳の とき に養子と して 他の

　　家族に も らわ れ て い っ た。そ の後若干 の問 題 は あ っ たも のの ，

　　男性との 交際が苦手で あ る とい う点をの ぞ けば比較的安定 した

　　精神状態をえ て い た。

　　　しか し28歳の 時，彼女は 帰路に突然見知 らぬ男か ら襲わ れ，

　　家 に連 れ込 ま れ三 日間虐 待 と強姦 を受 けた。こ の 事件直後の 3

　　ヵ 月間に 生 じた 症状は，繰 り返 され る トラ ウマ の光景の想起，

　　悪夢の 中で の 出来事の 再演，男性を直視 した り他人に触れ た り

　　する こ とが で き な くな るなど心的外傷後ス トレス障害の 病像 に

　　相当するもので ある 。 また，こ のこ ろから幻聴を伴 うよ うにな

　　っ た が、そ れ は彼女を 不安が らせる の で は な く，常に 慰撫 し鼓

　　舞す る支援者な い しは 同伴者と して ，か つ 自分の こ とを 幼児期

　　か ら知 っ て い る，自分の
一

部で もあ るも の と して 体験さ れ て い

　　る。そ の 声は 最終的に48 にも の ぼ り，それ ぞ れ に名前と人 格

84　情報文化 学会論文誌 ● Vol．10No ．1　 pp．S｝−gOMOO ］］

が割 り振られて い る。

　 38 歳 の時 ，彼 女 はイ ン ターネ ッ トの チ ャ ッ トを 通じ て 男性

と知 り合い ，や がて 直接の交際を結ぶ に至る の だ が，その こ ろ

か ら二 つ の 支配 的 なア イ デ ン テ ィ テ ィ 「Susi」と 「Martin 」

が彼 女 の行 動 を コ ン ト囗
一

ル す る発 作 が頻 繁 かつ 持続的に起 こ

る よ うに な っ た。そ れぞ れの ア イデ ン テ ィ テ ィ は ネ ッ トに 「ロ

グイ ン」 して，チ ャ ッ トル
ー

ム で患者に関す る空想 に満 ちた物

語を 紡 ぎ上 げ，そ れぞ れ の署 名で メール を 送 るな ど した。こ の

こ とに気づ い た男性の勧 めも あり，またこ の男性自身も，勇敢

にも 彼女の 複数の 人格と真正面か ら向き 合っ て交流 してい く週

程で ，精神的な 変調 を来 した （同 じ く解離性人格障害と 診断さ

れる ）こ とも あっ て，その男性 に通院に付 き添っ たつ い で に彼

女 自身も精神科の 診察を受け た 。そ こ で 解離性同
一性障害と診

断され ，外 来 で 支援的な 精神療法を続け て い る 。

03 ●蟇本 的獄値置づけ

　 こ の 症例は，も ち ろん 直接 にイ ン タ
ー

ネ ッ トや チ ャ ッ トが症

状 を引き起 こ した も の で は な い 。こ れ は 多 くの 症例にお いて も

同様で あり，イン ターネ ッ トに関わ らず，メ ディ アが直接的に

患者に どの よ うな 悪影 響 を及 ぼ すの か を，厳密 に確 定 す る こと

は難 し い 。人が想像す るよ うな いわ ゆ る 「イ ンタ
ー

ネ ッ ト中毒」

のような場合でさ え，む しろ多くの場合は，患者の 抱え る症状，

そ し て そ の 人格の 基本的構造か ら生 じた 諸現 象 のな か の
一工 ビ

ソ ードにす ぎな い こ との 方が多い 。しか し ，そ の 症状の なかで

メデ ィ アが どの ように位置づ けられ，どの ようにそ の症状の発

現の た めに利用さ れた か，そ して その メ ディ ア の構造がどの よ

うに 主体の 症 状を構造化 し，固定化 して い っ た か，とい う分析

は可能で ある。 こ こ から，人の 心の基本的なメ 力ニ ズム にメデ

ィ ア が どの ように 関わ り，そ して 今後の 情報文化社会 にお いて

どの よ うなか た ちで 人 とメ デ ィ ア が調和 して い く 可能性が ある

の かが示 唆 され る ので はない か と思わ れ る。

　特に ここで は，ヴ ァ
ー

チ ャ ル な もの と，ナル シ シ ズ 厶 の 関連

性 を 中心 に論 じた い と思 う。我 々 は電 子 メデ ィ ア の コ ミ ュ ニ ケ

ー
シ ョ ンスペ ー

ス で の精神病理 とい うと，やや 安易 に現実とヴ

ァ
ー

チ ャル な もの の混 同 ，ナル シ シズ ムの 肥 大 化とい っ たわ か

りやす い言 葉 にrJび いて しまい がち で あ る。本 稿 では ，ヴ ァ
ー

チ ャ ル な もの を想 像的 ，象徴的，現 実 的の 三つ の意昧で 把握さ

れ るべ き もの と して整理 し直す こ とで，ナル シシ ズ厶 の もつ 意

義とその 現代的な あ り方の
一つ の様相を明確 にし，その こ とで，

情報化社会の コ ミ ュ ニ ケ
ーシ ョ ン ス ベ ース と主体との 関 わ りを

示したい と思う。

　3．1．1 自己像 と メ デ ィ ア …
想像 的 な仮 想性

　反 省，とい う言 葉があ る。英語 で はreflection ，仏独 語 で も

同様 に，語源は反 射で あ る。つ ま り，人が己 を 省み る とい うき

わ めて 内面 的な 行為に ，すで に 反射鏡 と い うメ ディ ア が入 り込

ん で い る。そ して そも そ も鏡の 中に映る 自己像を 自己の も の と

して引き 受け る，と い うこ と 自身が 自然な こ と とは ほ ど遠い ，

とい うこと を理 解 して おか ね ばな らな い 。ラカ ン 匚6］1ま，三 歳児
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　 と チン パ ン ジーの 知能は そうは変わ らない が，チ ン パ ン ジーは

　 鏡像に一瞬興味を示すものの ，それが虚像で あると気づい たと

　 たん興味を失うの に対 し，人間の子供はそこ に 自己像を見い だ

　 し大喜び を し ，そ れが 自己像で ある と い うこ とを両親に確認 し

　 て もらうべ く後ろを振 D返る，とい う。

　　 ラカ ン は こ の こ とか ら，鏡像段階とい う
一

つ の テ
ー

ゼを 提唱
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ノ

　 した。そ れは，人は まず 鏡像な どに 映 っ た 自己 イ メージを 先行

　 的に取 り込み，それに合わせる形で 自己を統御 しようとするも

　 の とさ れて いる 。

　　 ラカン は さらにこの 理論を展開し，フ ロ イ トの 精神分析的な

， 主体構造論 りの中に位置づけた。すなわち自我理想と理想自我

　 で ある
’
e 簡単にい えば，理想自我は 文字通り理想的な 自我，自

　 己の 理想的な イメ ージで あ り，鏡像段階で は鏡像に当たる。自

　 我理想はとい えば，その イメージをよい もので ある と認め ，承

　 認 して くれる両親などの 第三 者の視線に当たるといえる。 つ 家

　 り，「何を 演 じるか （どの 役割を，どん な 自己像を）」 が理想自

　 我，「誰の ため に，誰の 観点か ら演 じるか」が 自我理想で あ る。

　 人 間は こ う して 自分 をマ リオ ネ ッ トと人 形遣 いに分割す る，と

　 い っ て も いい。自我理 想が自分を観察す る 自分，自分の 経験を

　 構造化する自分で あるとすると，理想自我は実際に行動する自

　 分の似姿，とい うこ とにな る 。

　　 3．1．2　本症例 に お ける 想像的仮想性の 意義

　　 ここ で，症例 に戻 っ て み よ う。以上の よ うな見方を踏まえて

　 考 えれ ば ，48 の人 格 が い る こと 自体 は さ し て特 別 な こと で は

　 な い。個 々の人 格 は理 想 自我 と して 機能 し，主 体の さ まざ ま な

　 理想 像 を具 現 し，呈示 して くれ てい る。実際 幼児期に，自分の

　 想像 上 の友 達 を作 り出 し，そ れ が現 実 に存在 す るの だ と主 張 す

　 る とい う事例は lmaginary　companion とい う名で よ く知 られ

　 て いる。これは必ずしも 深刻な障害で 1まなく，大人に なる 頃に

　 1ま自然消滅 してい るケ
ー

スも 多い 。 我々 も多か れ少なかれ ，実

　 際に出会 っ た人や その 言葉をも とに複数の理想自我を心に 併存

　 させて い るもので ，ラカンはそのあ りようを 「モザイク状の 自

　 我」と 呼ん で いた ほ どで あ る 。 この 患者の場合も，き わめ て外

　 傷的な攀件に直面 し，同様の 機制で 自己の 防衛を はか っ た の で

　 あろうこ とは，その声がとて も支持的で 友好的で あっ たとい う

　 こ とか らも 容易に 伺え る 。 「そ れ は私の 人生 を守る 素晴 らし い

　 声 よ ！」 （86）と彼女自身 は述べ て い る。

　　 こう した想像的な自己像をただの ナルシ シズムとしておとし

　 め る必要 は何も な い 。そ れ1まも ちろ ん どこ にも い な い 自分，ラ

　 カ ン の言葉を用い れ ば 「先取 りされ た」自我で しか な い ，仮想

　 的にシ ミ ュ レ
ー

トされ た 自分で ある。しか し，ヴ ァ
ー

チ ャ ル と

　 い う言 葉の元 々 の恵 味通 りそ れ は未だ発現 して い な い 「潜勢的

　 な」 自 己で もあ るの で あ る。こ う した意味 で の仮 想 現実 を我 々

　 は 「想像的仮想性J と 呼ぶ こ とに しよ う。

　　 した が っ て ここで 問題 な の は 自我理 想の 万で ある こ とは 明ら

　 かだ。彼 女 は人 生の 危機 や 変動 に際 し，それ を 自我 理想 の も と

　 に
一
貫 した歴 史に統合 しな い 宏 ま しな い ままε，とに か くそ の都

　度多数の 理想 自我を 並べ るこ とで，自我の 支えを 見 い だしてい

　 たので あ る。

　　イ ン タ
ー

ネ ッ トの チ ャ ッ トとい う システ ム は，彼女 にと っ て

両義的に機能 してい た こ とがこ こ で よく わか る。ア カ ウン トの

使い 分 けに よっ て可能性 と して は常 に 「それ と は別の」 自画像

を 築く ことが で き る。理 想 自我の無際 限，恣意的な増殖 とい う

や り方 が ここ で は公 認 さ れ てい る と い う安 心 感 （「彼 女 に と っ

て 重要だ っ た の は，この メ ディ ア を通 した コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン

によ っ て 二 人 の 関係 を完璧 に コ ン ト囗
一

ル す る感 じ を得 る こ

と亅 （87）で あ っ た と症 例 報告 は 述 べ て い る）に守 られ，つ い に

は男性 との交際まで 可能に なっ た 。 だが，実際に
一
人 の男性の

前に 身を晒さねばな らtaくな る と，そ の 安心感，保険は失われ ，

どれ かひ とつ の 自我理想 に 統一さ れ た自画像を演 じる とい う要

求が課される。 彼女の解離的な症状 は，統合で はな く分割統治

とい う以前か らの や り方を 極端化す るこ とで かつ て の 安 心感 を

強引に取 り戻 そ う とい う試 みな の で ある と解釈 され る。そ れ ゆ

え ，「ネ ッ ト上 のパ
ー

トナ
ー

との 距離が 狭ま っ てい くと とも に，

こ の 患者の 中で 内的な緊張が湧き上 が り，二 つ の 支配的な アイ

デン テ ィ テ ィ ，Susi とMartin が彼女の 行動を コ ン ト囗 一ルす

る 発作が頻緊かつ 持続的 に起こる ように なっ た。」 （87 ）もの と

思 われ る。

　3．2．1　 象徴的仮想性の 意味

　 「仮想現実」 それ自体はむしろ正常な心の ありよ うの
一つ と

い うこ とになる と，問題は別に探ざねばな らない だろ う。

　こ こ で は，イギリス の 精神分析家ビオ ン の モ デル 匚11 を紹介 し

て おぎたい。ビオンは，生の感覚的な印象や情緒経験 は，それ

そ の もの と して は記 憶 した り，あ るい は思 考 の材 料 と して用 い

る こ とは 出来 な いも ので は ない か，とい う こと を精神病者の治

療の 経験か ら観察 した。つ ま り，何 らか の 形で それ を 変形 し，

加 工 し，自 らの記 憶 に取 り込み，思 考 の材 料 と し，経 験 か ら学

ぶこ とを可 能に した機能が別に ある はずな の であ る。

　ビオンはそ れを乳児と母親をE デルに説明する 。 それは不快

をた だや み くも に追い出 し，追い払 おうとい う乳児の 行動に対

し，母親がそれ を名付け，意味を与え，ケア をす る とい う形で ，
一方では乳児にも耐えられる形に変形 して送り返 し，他方で は

個人的感覚や体験を 社会的な意味づ けの ネ ッ トワ
ー

クの なか に

位置づ け て や る こ とで ，自らの も の と し て 受け 入れ る こ とが で

きるようにするとい うものである 。 つ まり，未整理の情報の コ

ード化と フ ィ
ードバ ックとい うシ ス テム が母親 によ っ て 維持さ

れ て い るの で あ る。ビオ ン はそ う した 母の 役割を ，子供がそ の

意識か ら獲得 した自己感覚のための 受け入れ組織であると述べ

て い る。

　注 目さ れる の は，ヴ ァ
ーチ ャ ルな も の の持つ ス テ イ タ ス の 変

化であ る。こう した 「母亅によ る構造化な しには，主体にとっ

て は 目らの 外で の 変化も，それ を受 け取 っ た 自らの 内部で の 変

化も，同じ く らい 異他的な もの であ り，排除さ れ るべ き刺激に

す ぎな い。我々 は通常，自分の なか にある観念や思考，記憶を

ヴ ァ
ー

チ ャ ルな も の ，自らの 意志で さ まざ 宏に組み合わせ変容

さ せ るこ とも出来る もの と捉え，現実的な もの と して 1ま捉え な

い。しか し，ビオ ン によ れ ば精神病者はそ れ を外部が らの光や

音の刺激と同 じよ うな現実的な もの と して 把握する，つ まり幻

覚 と して再 度 自 らの外 に あ るも の と して 知覚す る とい う。奇妙

な醤い 方だ が これ は 現実的仮想性 （厳密には現実化 された仮想
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性 とい うべ き だ ろ うが ）と呼 ぶ こと が でき る だ ろ う。本症 例 で

は，患者の 聞い た幻聴 もそ の
一

種 だ。つ ま り，我 々 が先 に捉 え

たような意味で の想像的仮想性と は，それ を幻覚 とい う現 実 的

仮 想性 と してで はな く，想像 的 仮想 性 へ と変 容させ，経験の 中

に組 み入 れ るこ と を可能に する た めの 別の 力を必要とするも の

な ので あ る。

　ウ ィ ニ コ ッ トは，この よ うな 個人 的 な もの とも社会的なも の

とも い えな い 中 間領域を潜在空 間と名付け て いる 岡 。この 領

域が遊ぶこ との領域であ り，現 実 を構成す る大 き な フ ァ クタ
ー

で あ ると 位置 づ け られて い る こと は，こ こで決 定 的 に重要 な 意

義を も っ て いる。つ ま り，我々 の社会は見た 目ほど現実的で あ

る わ けで はな く，数多 くの 象徴的規則とい う仮想物，ない し 虚

構に よ っ て コ ード化され ，構成さ れて い る と い う認識がある の

だ 。 遊びとは社会的現実とかけ離れたユ ートピア なの ではな く，

む しろそ の 現実の あ り方の も っ と も純粋な部分を抽出 した も の

な ので あ る。ウ ィ ニ コ ッ トが 遊び の 意義を強調 したの はその た

め だ。

　哲学的文脈で は，オ
ー

ス テ ィ ン の 言語行為論を洗練化させ た

サールの 論議 m ］の な か に 特に こ の 見解を見る こ とが出来る。

サールはい わゆる現実を，生の事実 と制度的事実に 区分 した。

制度的事実と は，ある状況 下 で はxはy と見な す，とい う制 度 的

規則が存在 し，そ の状況お よび規則に則 っ てい る と見 なさ れ た

とき初めて存在する事実の ことで ある。我々の 身の 回 り，特に

社会的な ス テ イ タスを 例にす れ ば，多 くの こ とが物 質 的 には存

在 しな い 仮構を約束事 と して ，制度と して な にか存在す るも の

で あるかの ように受けとめるこ とから成 り立 っ て いるこ とがわ

か るだ ろ う。 特に 法に 代表され る こ うした社会的な現実は，そ

れ 自体はベ ン サ ム fat の い うように 虚構に すぎない 。こ れ を象徴

的仮想性 と呼ぼう。

　こ う した象徴的仮想性を受け 入れた こ とで 初め て ，主体は 自

らの経 験 を ヴァ
ーチ ャル 化 して 心 の 中 に保存 し，操作 し，思考

し，そ してた と えば母親な ど，自分以外の 目か ら見た かた ち で

整理 し直 した D ，あ るい はル
ー

ル とい う普遍的な視点か らプ レ

イ ヤーと して の 自分 を見 る こ とが で き る よ う にな る の で あ る。

こ れ は，象徴的仮想性を 受け入れ るこ とで，想像的ヴァ
ー

チ ャ

ル 化を行 う も の と見 な せ よ う。こ こ で は，サ
ー

ル の 重 視 した

「見 なす 」 とい う象 徴 的 な等 置 を行 う能 力 が も っ と も重 要 で あ

る。精神病圏を 中心 とす る精神疾患で は この等置能力が著 しく

損なわ れ，い っ さい の隠 喩 的ニ ュ アン スが 失われ ，象 徴的な は

ず の ただ の概 念 や言葉 が 現実 的 な もの その も の と して 扱わ れ る

よ う にな る とい う こと は，シ
ー

ガ ルの古典的論文であ る 「象徴

等式亅匚12 ］に 明確に描かれ て い る。

　こ う した理解 を踏 ま えれ ば，マ クル
ー

八 ン の メデ ィ ア はメ ッ

セ
ー

ジで あ る，とい う有 名 な言 葉 は，メ ディ ア は単 な る コ ンテ

ン ツ ，想像的 な もの の媒体なの で はな く，そ の コ ン テン ツを コ

ンテ ンツ た ら しめて い る視点 ，枠組 み，解 釈格 子 として の象 徴

的仮想性を送 りつ ける メ ッ セ
ー

ジ でも あ る，と い うこ とと捉え

られ るだ ろ う。

　 3．22 本 症例 にお ける象徴 的 仮想 性 の意義

　こ うした観点を受け入れ れ ば，虚構の世界に ふ けっ て お らず

86　情報文化学会論 文誌 ● Vol．10No ．1　 pp．8｝
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現実 に 向き 合 え，と い うだ けで は何の 助け にも な らない 場合も

あ るこ とは理 解で き る。実際，この症例の女性患者の場合で も，

あ くま で も 限定 的な意味だが 彼女 にと っ て ネッ トの コ ミュ ニ テ

ィ に参加す る とい う こ とは，想像的仮想性の 構成を意味し，そ

れは 現実に向吉合うための準備段階と して それなりに役 に立っ

た 。 彼女は 彼女な りに 自分の経験 を組織化 して い たの で あ る 。

問題 な の は，彼女の 自己像を 構造化 し た メ デ ィ ア の も つ 象徴的

仮想性の構造が ．実際に男性と出会っ て 交際を開始する際に必

要な経験構造 とは 違っ て い た とい うこ となの だ。

　彼 女 の場合 ，こ の 「見 る 自分」と して の象徴的仮想性が 非常

に脆弱なため，脆弱化 した自我を支えるためには，四六時中自

らの イ メ
ージ をイ ン タ

ー
ネ ッ トコ ミ ュ ＝ テ ィ に提供 し，そ れ を

再認 し続け ても らう こ と が必要 にな っ た の で あろ う と考え られ

る。イ ンタ
ー

ネ ッ トコ ミ ュ ニ テ ィ で あれ ば，彼女が違うア カ ウ

ン トで ロ グイ ン して しま えば，そ れ ぞれ が別人と して扱わ れ る

ため に ，彼女が 何人の 自我 を用 い ，そ して そ れ ぞ れ の 自我の

（相互 に矛盾する こ ともある）物語を語ろうと，さしあたっ て 問

題は なかっ た 。 しか し，彼女と直接の 恋人関係を結んだ男性は，

彼女がこ れ まで ネ ッ トコ ミ ュ ＝ テ ィ に押 しつ けてい た役割，彼

女の経験を構造化 す る，とい う任務を不 幸な こと に
一人で 背負

わさ れ るこ と にな っ た。た と えば 「患者 は彼 らの名前 の 署 名入

り E メ
ー

ル を作成 した こ とを 完璧 に忘却 してお り，この メ
ー

ル

に対応す る フ ァ イル の コ
ー

ドか ら，これ らのメ ッ セ
ージは 彼女

自身 のパ ソ コ ンか ら送付 さ れ てい た とい う こ とが分 か っ た だけ

で あ っ た。」（87 ）と症例は 報告 して い る。こ の 男性の 努力は真

摯なもので あり，例えば 「Martin （患者の 別人格の
一人 ：引用

者注）との話 し合 いを ま さ し く，男同士の 会話で あ る」（87 ）と

とらえるほ どに真剣 に受け とめた の だ っ た。こ の 男性が 発症し

たの もまた解離性人格障害で あっ たこ とは注 目に値す る。 つ ま

り，男性は 自分自身を も また分裂さ せる こ とで ，彼女の 分裂し

たロ グイ ン に対応 しよ う とい う必 死 の 努 力 を行 っ た と考 え られ

るの である 。

04 ● 丙面空間の喪央

　で は，この 症例 で は脆 弱 で あ っ た と想定 さ れ る，象 徴 的仮 想

性の成立 を，幼児 と言語 との 関わ り を精神 分析 的 な観 点 か ら観

察 した臨床的事実か ら考え てみ よ う。

　 ラ カ ン1まこ う論 じて いる。幼 児 は 自分 の考 えて い る こと は両

親に すべ て お見通 しで ある と信 じ込 んで い る時期 が ある。それ

は，  自分 が言語 を使っ て 考 えて い る  言 語 は両 親か ら教えて

も らっ たも ので あ る  従 っ て両 親 が 自分 の考 えて い る こと をす

べ て 知っ て いて当然で ある，とい う ある種論理 的な推察に 基づ

いて い る。実際，この観念は神の全知や やま しい 良心などとい

っ た 形で 姿を変えて いつ ま で も存続 して いる。そ して ，分裂病

圏の 症状にな れ ば，自分の思 考が周 囲す べ て に筒抜け で ある ，

ある い は誰か に盗 まれ てい る，さ らには反対に誰かに押 しつ け

られ 吹 き込 まれ て いる，とい う観念 を抱く こ と はむ しろ 普遍的

であ る。そ して ，子 供は ま ず 「両親は自分の こ とを全 て は 知 ら
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ない」とい う外傷的な事実を受け入れね ばな らな い。しか し，

こ の両 親と い う最 初の他者 へ の 信が 根付い て い るの で あれ ば，

その 視点 を自らの うちに 「象徴的に亅取 り込 む ，つ ま り象徴的

仮想性 を成立さ ぜる ことでこ の外傷が修復され るの であ る。

　この 事実 が示 してい る の は ，人間の 内面の 自由が ぎ わめ て危

ういバラ ンスの上 に成 り立 っ てい るとい うこ とだ。本質的には，

他者 は主体 にと っ て言 語 と い うネッ トワ
ークを介 して 常時接続

か つ フル ア クセ ス権 をも つ もの と認 識され て い る ，とい うこ と

が 伺える の だ。内面 の 自由とは 本来きわめ て 脆弱で あ り，本来

ネ ッ トワ
ー

ク と の接続が現実的な条件 に制約 され る た め，「見

る自分 亅 と い う形で そ れを 内在化 し仮想的に エ ミ ュ レ
ー

トす る

こと で維持され て いる，とい っ て もよ い。そ して こ の 症例が 物

語る の は，この 二 重化の機構1ま必ずしも十全に働かない とい う

こ と で あ る。

　ラカ ン によれぱ，子供 がも つ 誇大的 な ナル シ シ ズム は ，自己

の 能力に対 して で はな く，幼児期に おけ る両親の全知全能へ の

確信か ら来て い る とい う。つ ま り，自分が その 空間 のな か に完

全 に浸り，融合 し，守 られて いれ ば当然自分も全知全能である，

とい う論理 で ，肥大した ナル シ シズ厶を は ぐくむことになるの

だと。こ の よ うな 享楽か ら抜け 出す ，とい う こと の方がむ しろ

不思議で あり，それは諸々の制約 によっ て やむ を得ず課 され た

制約 を引き 受けた こ との 帰結なの で あ る。早 くか らSF小説 の コ

ンピュ
ータが 「マ ザー・コ ン ピュ

ータ」と 呼ばれ てい た こと は

偶然で はない 。 メデ ィア 空間とは我々 にと っ て 異質す ぎ，そ し

て 異質すぎる空間に 適合 しな けれ ばい けな い ため にス トレス が

かかり，さ まざ まな ひず み が生 じる とい うの では ない。む しろ

我々 があまりに よく知っ て い た，そして後ろ髪引かれ る 思い で

断念 し た何か にあ ま りに類似して い るがゆえに，問題なの で あ

る。

　もちろん，この全知全能とは，実際の イ ンタ
ー

ネ ッ ト空間の

性質を適切に 形容 して い ると は言い 難い 。しか し，重要 なの は

知の 内実で はな く，形式 的 特性 で あ る。つ ま り，知の 体 系と自

らの 間に諸々の 断絶や裂 け目が存 し芯い，情報 1ま常に相互的に

フ ルア クセ ス 可能だ，とい う形式がかつ ての 依存状況を再活性

させ る の で あ る。この依存状況 こそ が，他 者 に よ っ て語 られ る

こ とで初めて成 り立つ 自己の内面，とい う本症例の よ うな心 的

構造をも た ら した の だ。

　 こう して，問題 なの は 「ヴァ ーチ ャ ル な もの の肥 大」 で はな

く 「ヴ ァ
ー

チ ャ ル であ るべ き もの の現 実化 亅 にあ るこ とが1ま っ

ぎ り してく る。

4．1 本 症例 にお ける内面 空間 の 溶解

　ウ ェ ブ世界が，全世界に公衷されるあ らゆる些末な私事に満

ちた 日 記や 身辺 雑記 で 覆 われ てい る とい うの も，それ を考えれ

ば無理か らぬ とこ ろで ある。こ こ で 流さ れ る情報は受け手との

直接の や りと りを目的 とするとい うよりは独 白に近 く，ネ ッ ト

の空間 は公共圏 とい うよ りは圧倒的に 公開さ れた 内的空 間の 体

を示 してい る とい えよう。公開され る内面性 とい う このね じれ

はい っ たい どう理解すればい いの だろう。

　非常に奇妙に思われ る かもしれないが，こ の 症例の ，別人格

に よっ て書かれた自己物語を も とに す ると ，そ こ に働い て い る

心的 機制は以下の よ うに理 解で きる よ うに 思わ れ て くる。つ ま

り，文字化され（電子デキ ス ト化 され）公 共 に晒 さ れ たと い う時

点で，その 発信点が自分で あっ たこ とも忘れて ，客観的な知の

体系 ，あ るい は そ こま での もの とい わ ず とも，少な く とも公共

の 言説空間の 中に 自分が書き込まれ た とい う溝足 を 享楽 してい

るのだ と。

　彼女 が ネ ッ ト空 間 の 中に 紡ぎ出す物語は，相互 に 一貫性を欠

き，ま た同
一

著者名義とい う最低限の 統一性すらも たな い 。こ

のよ うな状況で ，彼女の行為を 「自己の経験を物語構造の 中に

位置づ け，それ を 自 らが語 り直す こ とで ア イデン テ ィ テ ィ を確

立す る」 とい っ た よ うな，ナ ラテ ィ ブセ ラ ビー的解釈をす る こ

とは 的はずれで あ り，あ るい はあ る種の 芸術療法の よ うに考え

る に も無理 が ある。彼女 はそ こ に自 分 とは 別個 の人 間 に よ っ て

「書か れ た もの 」 と しての 自分 の物 語 を 見 いだ した だ けな の で

ある 。 む しろ それ は，一人の男性のま な ざしに直面 す るこ とで ，

こ れ ま で の 象徴的同
一

化 が揺 らい で しま っ た のだ が，別人によ

っ て 語 られる 自分の物 語 を，その 創 作 の事実を意識す るこ とさ

えなく紡ぎ出すこと で，これ ま で どお りの 享楽の モ
ードを維持

したま ま対処 しようと して い たも の と思わ れ る。

この軍楽のモ
ードは，よく言わ れ る よう芯 「電脳空 間のな かで

の ナル シ シズム の肥大化1 では語 り得ない 。 これ は 自己の全 能

感 の肥 大，現実感覚の喪失とい うい ささ か神話的な話で はな い 。

自らが語 られ る もの ，語 り続 け られ るもの で あ ると い う委託 的

（anaclitique ）なナル シシ ズムのかたちを と っ て い るの だ，と

考 え る方がよ り本質的に問題の 構造 を浮き彫 りにす る だろ うと

思 われ る。

　主体の 内面の 空間 が失わ れ，外部 のネ ッ トワ
ークの なかにそ

の内面 性を委ね ，溶か しき っ て しま うこ と，そ れ は我々の 人 間

観か ら あま りにかけ離れて い ない だ ろ うか，そ う疑問を感 じて

当然で ある。しか し，こ れはすで に現在進行形の事態と して 展

開 して い るとい う状況も ない だ ろ う か。な にも 電子 社 会化 に よ

っ て権力 に よる 監視社会が完成す る な ど とい う，権 力 側 だけ の

責任を問うべき問題で はない 。 他方で我々 自身が，す べ てが 他

者によ っ て記録され，見守られ，つ なが っ て い る とい う安心 感

に浸 りた い と願 っ て いる ので は ない か。た と えば マ イ ク ロ ソフ

ト社の 開発中の MyLifeBits ”
。 こ の プ ロ ジ ェ ク トの現在の推定

で は，平均的な1人の人間の 人生に関す る情報 は約 1TB 。ここ

に メ ール ，ウ ェ ブ 囗 グ，読ん だ 本，写 真，聞 い た音 楽 を収 め る

らしい。さらに家電製品，携帯電話な ど がコ ン ピュ
ー

タを中心

に ネ ッ トワ
ー

ク化さ れ，そ の 情報が メ イ ン にお かれ た PC に 自

動的に 同期 ・記録され る よう になれ ば ，1TBで はと て も足 りな

い であろ う容量 のな か に，よ り包括的な情報が盛 り込 め る こと

になる だ ろう。

　 この 状況 は突然 の もの で はな く，す で にテ レ ビ時代 にそ の萌

芽を見て い る。例 えば，テ レビは世界の 窓で はな く，ます 宏す

受信者 自身の窓，その 内的 な葛 藤 や生 活 の困 難 さを 映 し出 す窓

とな っ た とエ レンベ ー
ル 匚副 はい う。彼 が論 じてい るの は フラ ン

ス で は心理シ ョ
ーpsy −show と呼ばれ る 番組で，応募 して きた

一
般視聴者が自分の 秘すべ き内面の 心情や本来他人に知 られる
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こ とが恥で あ っ た り苦 痛 で あ っ た りする経験を赤裸々 に晒 す ，

とい う スタ イル が大人気を 博した 。 彼は この種 の番組の 流行 と

ドラ ッ グの消費量の 顕著な関連性をも 立証 して いる。シ ョ
ーと

薬 物，ここ に共通す るの は，内面とい う重荷は 自己 が担う必 要

はない ，とい う態度だ 。 い まやそれは，他者が知っ て い る，語

っ て くれ るも の で あるべ きか，あ るい は薬物的 に操 作 さ れる べ

き もの なの だ。

　そ して，こ の傾向はウ ェ ブとい う主体的な発信手段を獲 得す

る こ と で ，逆説的にも 拡大傾向にあ る よう に思 われ る。ネ ッ ト

上 で の メ ッ セージの発信は，情報の送 受信 とい う明確な 目的の

ためで もなく，他人 との コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン そ れ 自体の 喜びの

た めに 芯 されて い るの でさ え ない。知 の体 系 の なか にそ れ が書

き込まれ た こ とで，自分が 「語 られ るも の」とな っ た こと を享

楽するこ とが目的なの だ。最終的な意味で は ど こ にも能動者の

い ない こ の 状況 は，ジジ ェ ク E15］の論 じる相 互 受 動性と重 な る

もの があ る。この相互受動性の た め にため に，主体のなかに積

み 上げられ，同時に主体自身の ア イデン テ ィ テ ィ を も構成して

い くはず の歴 史＝物語が，メ デ ィア に よっ て 語 られ ，与え られ，

主体 の ア イデ ン テ ィテ ィの核，心の 諸構造の結び目 は主体の外

側に置 か れる も の で な くて はな らない よ うしむ け られ て い るの

で ある。

05 ● おわ りに

　も 盲 うん ，技術は それ だ け で 人の 全て の振 る舞いを決 定 す る

わけ で はな い 。新 しい 技 術 とは人 の 心に と っ て は ，それ がどれ

ほ ど夢の実 現に近 いも の と思われ て も，やはり常に異物の 侵入

であ る。そ して ，本 症例 に見 て き た よ うに ，人は 自らの 心的構

造の さ まざ ま tsコ ンポーネ ン トを そ の技術を取 り込み，そ れを

前提条件と す るよ うな形で 組み替え直す 。 その こ とで，い つ し

か技術とい う異物は人間に とっ て の 自然な条件 とな る。こ のこ

とを本症 例 は よ く示 して くれて い る。

　本稿の 意義 は，こ う した 観点を 精神分析的な心的構造論から

と りだ した こ とに ある。これ は近 年脚光を浴び て い る レ ジ ス ・

ドゥ ブ レを 中心 とす る メデ ィ オ ロ ーグ達 が提唱す る 「人工 補綴

prothbse」 とい う概念 と も共通す る立場 であ り，学際的な研

究の基盤 と して豊か な可 能 性を持つ もの と思わ れ る。かつ また，

そ こ に実 際の 症例 とい うや や ミク ロ な レベ ル で もその 裏 付 けを

与え，具 体性を示す こ とが でき たと思 う。

さら に，本稿の利点は，ラ カ ン ，ビオ ン とい う，極め て 構造 的

な心的装置 論を論 じてい っ た著 者 を理論 を 活用 して症 例 の分析

にあた っ た こと にあ る。も ち ろん，冒頭 に上 げた よ うに シル バ

ー
ス トーン，ロ ビン ズらも ビオ ン他の理 論を適用 しよ うとい う

試みは み られ るが ，フ ロイ ト以 降の 精神 分 析の 心 的構 造論 の 中

の総体的な 見 通 しを やや 欠くた め に，現象 レベ ル での い ささ か

心許な げな 対比 にと どま っ て い る観が ある。本稿で は 十分な長

さ を と っ て，特 に ヴ ァ
ー

チ ャ リテ ィ と い う概 念 を3つ の区 分 で

慎重に分析 した。その結果，精神分析の心 的構造論が本来持つ ，

非常 に組み 替え度の高い 柔軟な構造 が生 か さ，メ ディ ア論にお
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い て精神分析を，単に応用的，補足的なかたちでだけで はなく，

構造 的な共通性か ら適用 す る可能性を 開い た と言 っ て い い と思

われ る。

　 とは いえ，もちろ ん筆者 は，本症例の よ うな た っ た ひ とつ の

症 状 が今後の すべ て の 傾向を説明 す る と言 い た い わ け で はtJ

い 。

　 例え ば活版印刷 が，その 後長 らく写本を 模 してい た よ う に，

人は は じめ の うちは，新 しい技術に もで き るだ け古 い技 術 をモ

デ ル に して 対応 しよ うとす るも のだ。例 え ば，マ ク ル
ー

ハ ン 匚副

をはじめとする多 くの論者は，電 子情報化社会を リアル タ イム

性，主体の現 前1性，お よび 共同 体形 成 の促 進 を特徴とす る声の

文化の 回帰と 予想 した。実 際 ，本 症 例 か ら導 きだ さ れ た帰 結，

主体の 内面空間の外在化につ い て，八 ヴロ ッ ク
匚5］

が右代ギ リシ

ア の テ キ ス トか ら導い た 仮 説 を 重 ね て み る こ とも で き るだ ろ

う。ハ ヴロ ッ ク によれ ば，古代ギリシ アで は詩 人 たち に よ っ て

形成された 集団 が，各成員 の記憶 や 判断の枠組み を構成する の

で あ り，各 成員 は ミメ
ー

シ スに よ っ て ，そ の 詩に感情を 同化す

る ことで 記憶 や判 断，感情な どを受 け取 っ て い た とされ て い る。

ラカ ン も，感情は 個人 の最も私的な もの で あるどこ ろか，他者

か ら受け取 る 「法的 評決 」の よ うなと こ ろ があ る と述べ て い る 。

　 だ が，こ のよ う な コ ミ ュ ニ テ ィ主 義 の 成立 が 我々 の 未来の 文

化の 姿とも また 言 えな い だろ う。本症 例に見 られる の は，む し

ろ電 子メ デ ィ ア の 中に文字の文化の 特徴，つ ま り孤独にテ キス

トに 向か い 合 う，内面化 され た匿名の 主体とい う特徴を，判断

枠 組 みの外 在 化，とい う声の文化に属する
一

つ の 特質で上書き

した よ うな奇 妙 な折 衷形 式 の よ うに思 わ れる。した が っ て ，こ

の 先の情 報文化 の 進 展の な かで ，この ス タイ ルが コ ミ ュ ニ ケー

シ ョ ンの あ り方の 典型例に な ると は，も ちろ ん言い切る こ とは

で きな い。情 報の 速度 が 加速 度 的 に上 昇 した とい っ て も ，人 の

適応速度には かぎ りがあ る。そ れを 考 え れば，この状 態 が，華

や かな 飾り文字 と装飾で 写本を模 して い た誕生 直後の 活版印刷

本の ような ，過 渡 期の
一

現象 で ある 可能 性 も ある。ま た，書物

に 関 しても こ く最 近 まで 「イ メ
ー

ジ の氾 濫」 と，それ を制 御 す

る ために 自分 自身を 閉 じた 空間 の中 に閉 じこ め て しま い が ち

だ，な ど，どこか似た よ うな 批判 が あ っ た こ とも押 さ えて お く

べ き だ ろ う。

　 とはいえ，この状況は，ラ カン派の 分析家ミ レ
ー

ル が示唆し

て い る
匚S］

よ うに，精神分析にお いて も，分析家の解 釈 が患 者の

言葉の 恵味作用を追 っ て い き ，解釈 し ，その その 謎を解決す る

こ とで機能するので はなく，患者の言葉を身体の 満足の 特定の

モ
ー

ドと して 理解 して や る こ とで 機能す るも の に変化 しつ つ あ

る，とい う，精神分析を取 り巻 く状況の 変化に呼応 して い る よ

うに も思われ る 。 篳者が本症例を特にとりあげて分析 したの は，

こ う した分析 家達 の 報告す る，現場 レベ ル で の 傾向の 変化を ，

も っ とも 象徴的に表現す るこ との で き る症例の 一つ で は な い か

と思わ れ たか らで ある 。

　同時に また ，情報社会学で 重要な トピ ッ クで ある監視社会論

にも，同 じ問題 意識 が共 有 されて い るこ とを指摘 して おき たい 。

ライア ン P1 は，旧来の規律型 テク ノ ロジ
ー

に は反 省性や 自己意

識，良 心 とい う観念 が必 要 だ っ たの に 対し，リス ク，監視，セ
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キ ュ リテ ィ で構成される 情報化社会の あらたな体制は，そ うし

た もの を必要 と しな くな るか も しれ ない と述べ てい る。この よ

う に，本稿 は精 神疾患 の 臨床の現 場か ら1まメ ディア が芯ん の意

味をも つ のか を理論的に 整理 した形で位蹟づけ，同時に情報社

会学 の 側か らは，メデ ィ アの 変動や そ こか ら生まれ た 社会変動

に主体 が ど う適 応 して い くか ，とい う問 題 をい ちづ け る た め の

第一歩で ある。今後の さ らなる学際的研究によって ，そうした

状況 を 具体 的 芯か たち で補強 しつつ検討す る ための 価値を 持つ

こ とも あるの で はな いか と思 われ る。

　最 後に本症例の 女性の 予後を紹介 して，新 たな可能性の 萌芽

を提 示 してお こ う。彼 女 は現 在 恋人 に付ぎ添 うた め に病院の 近

所 にホ テル を借 りた とい う。イ ンタ
ー

ネ ッ トの 使用 時間は 控え

た らと い う医者の ア ドバイ ス1ま無視を決め込 ん で，友人とも カ

ウ ンセ ラ
ー

ともネ ッ トで コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン を取 っ て い ると い

う。しか し，それ は今 度は それ は 「家 を飛 び出そ うと してい る」

こ とな のだ と彼女は い う。

　彼女が本当に 「家か ら飛び出 し」新たな世界へ と 自分を 開 い

て い く こ とが でぎ るの か，そ れ は まだ 定 かで はな い。しか し，

心に傷を抱 え，さ しあた っ て の 適応で それ と な く人生をや り過

ご して い た女 性に，イ ン タ
ー

ネ ッ ト上 の コ ミ ュ ＝ ケ
ー

シ ョ ン と

い う この 情報 文化 の 申 し子 は，は じめ に多 く の トラ ブルを 引 き

起こ し，つ いで家か ら飛び 出すとい う生 3ミれ直 しの契機を 与え

て くれ た こ とは確か で あ る。実際，恋人を看護す る とい う，ネ

ッ ト空間と は異種の 要素が一つ 人生 に加わ る だけ で ，彼女に と

っ てネ ッ ト空間は頁の意味でのコ ミ ュ ニ ティ
ースペース に変容

しうるの かも しれない の だ。こ う した異種の 要素を よ り自由に

結びあ わ せ るも の ，来る べ き情報文化のあ り方を そ こに見出す

こ とも 可能で はな い だ ろ うか，とい うこ とを示唆 して 本稿を結

び たい と思 う。

（注 ）
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