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要 　 　旨

　本 研究 は 「ケ
ータ イの デ ィ ス プ レイ を見る」とい う日常の当た り前とな っ た 行為 に注 目し，その 使用場面 と役割に つ

い て 考察 す る。ケータ イ は ，外 出先 に携 帯 して 行 く通信機とい う役割と同 時に，個人 専 用の 通信 回線とい う役割を併せ

持つ こ と か ら，家 庭 内を 含め，多くの 場所 で使 用 さ れ て い る。人 々 は様 々 な 場面 に お い て．着 信 が な いに も関わ らず，
自発的にぶ とケ

ー
タ イの デ ィ ス プ レイ を見 た く なる 場合 があ る。こ の行 為を理 解す る ため ，大学生 に 2 つ の ア ン ケート

調査 を行 っ た 。 ］つ め はデ ィ ス プ レイを 見た くな る 場面を自由記 述で，も う
一

つ はい くつ か の 場 面 こ と に 使用 した くな

る欲 求の 強さを量的に 回答 して も ら っ た。前 者の ア ン ケー
トか らは，多くの 場面で様々 な使 用法 が さ れて い る こ と，使

用 者 は 自 らの 心証 や 態度をケー
タイ を通 して ア ピール する 場合 があ る こ と，後者からは，使用者 は 居合 わせ た他 人 との

距 離 ・視 線 ・性 差 な どの 要因 に影 響され て ケ
ー

タ イ を使 用 してい る こ とが示唆された 。 これ らの 結果 は、現 実空 間 にお

い て 「ケ
ー

タイの デ ィ ス プ レイ を見 る」とい う行為が，新 しい 非 言語 コ ミ ュ ニ ケー
シ ョ ン として 浸透 してき て いる こ と

を推察さ せるもの であ る。

Abstract
This　study 　considers

‘looking　aポ
‘keitai”（rnobile 　phone）disp［ays

’，　a 　behavior　that 　has　become　commonplace ，‘‘Keitai”are 　used 　net

only 　as　portable　cornmunication 　devices山at　can 　be　taken　outside ，　but　alsQ　as 　private　communication 　lines．　For　this　reason ，
‘‘
keitai，’

are
　
used

　
in

　various 　places　such 　the　home 　where 　traditiona］communication 　ljnes　might 　be　available ．　In　many 　situations ，　peop王c

may 　spontaneous 亘y　want 　to　look　at　their　c‘keitai：’displays　even 　when 　they　are　not 　expecting 　a 　oall ，］F（〕 understand 　this　behavior，［

administered 　tWo　questionnaires　to　university 　and 　graduate　school 　stUdents ．　Respondents　answered 　with 　free　descriptlons　in　the　first

questionnairc　and 　with 　quantitative　answers 　in　the　seoond 　qucstion照 ire．　The 　result 　of　the　first　questionnaire　suggests 　that　peop 】e

use　their
‘Lkeitai ”in　a　variety 　ofways 　in　many 　different　situations 　and 　non −verbally 　express 　their　feelings　and 　attitロdes　thエough 　their

behavior　of 　looking　at
“
keitaゴ

’
displays・The　result　of 　the　second 　questionnaire　suggests 　that　

c‘keitai”usage 　depends　on 　situational

factors　such 　as　physical　distan¢ e　from　others ，　ljne　ofsight 　ofothers 　and 　the　user
’
s　gender．　Frorn　these 　results ，　it　can 　be　surmised 　that

leoking　at　‘tkeitai ”displays　is　spreading 　as　a　new 　ferm　efn   n−verbal 　communication ，

1，は じめ に

　2007 年 1 月 にお い て ，国内 に お ける 携帯電話 ・PHS （以 降

まとめ て ケ
ー

タ イ と呼称 す る ）の 契約数 は 1 億件 を超 え て い

る
匚1］

、 第 3 世 代携 帯 電 話 の 契約 数 は 全体 の 過 半数 と な り，音

声端末 と して だけで な く，情 報端 末 として の 機能が拡大 して い

る c オ
ー

デ ィ オ プ レ イ ヤーと して の 機 能 を備 えた り，IC カ
ー

ドや GPS な ど を 用 い た 様 々 な サ ービ ス が展 開 さ れ て い る。提

供 され る 端末の デ ザ イ ン は 多様化 し，カ ラ
ーリ ン グや質 感 な ど

で 差 別化 が はか られ て い る。所有者側も様々 なカ ス タマ イ ズ を

施 し，オ リジ ナ リテ ィ を ア ピー
ル で きる よ うに な っ て きて い る。

既 に，ケータ イ を持つ こ と自体 は当た り前の 日常 の 中 に組 み 込

まれ て い る 。

　岡田 は 90 年代 半ば 以 降 の ケー
タ イ をめ ぐ る現 象は 「若者 の

問題 」 と して 語 ら れ て きた，とす る
12：。マ ナ

ー
の 問題，モ ラ

ル の 問題 人 間関係の 変容 な どが主 な論 点 とな り，ケ
ー

タ イは

若 者 の メ デ ィ ア と見 な され ，批判，憂 慮の 対 象 と して 取 り扱 わ

れ るこ とが 多 か っ た。電車 内 に お ける 「不 関与 の 規範 」 を乱 し

た り，会 っ た こ と もない 者 と匿名の 人間関係を構築 した り，限

られ た 親 しい 仲 間 との 選択 的人 間関係 に 没頭 し た りする ケ
ー

タ

イ使用者達は，目の
．
前に居 る人 間 に徹 底 的 に 無 関心 で あ る と映

るた め，目の 前に い なが ら コ ミュ ニ ケー
シ ョ ン の 糸 口 が 乏 しい

こ とが懸念 の 対 象で あ っ た 。 こ れ ら の 言 説 は，新 しい メ デ ィ ア

を もつ 一
部の 者の 「奇行」が 日立つ 時 代 の もの で あ っ た。伝統

的 な 人間 関係 が 喪 失す る こ とを憂慮す る 多数派 に 支持 され て い

た と言 える だ ろ う。

　新 た な 問題 行 動 （歩 道 で の 歩 行 中の メ
ール

ω

使用 や イ ベ ン

ト会場に お け る デ ィ ス プ レ イ画面使 用 に よ る光 の 攪乱 な ど）が

指摘 さ れ 続け て い る
匚3：

もの の ，公共 空 間 に おい て，ケ
ー

タ イ

を使 用 す る行 為自体は 奇行で は な く，今 や当 た り前 の 日常 的行

為で あ る、ケー
タ イ使用者の 多くが過 去にマ ナー違 反 とされ る

行動 を 目の 当た りに し，自ら不 快感 を覚 え，それ らの 行 動 を批

判す る映像や 言説 に触 れ た経験 を持 っ て い る だ ろ う。ケータ イ

を使 用 す る様
．
子は 目前 の 人 間 との コ ミ ュ ニ ケ

ー
シ ョ ン に対 して

閉鎖 的 な 印象 を与 え る （例 え ば
匚4］
） と言 わ れ て い る が，ケ

ー

タ イ所有 者 も，他 人が ケータ イ を使 用す る行 動 を観 察 して，同

じよ うな 印象 を もっ た 経 験 を して い る だ ろ う。しか し．国 内

の ケータ イの 契 約者数が 増え続 けて 1 億 件 を突 破 した こ とは，
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ケ
ー

タ イ そ の もの の 使用 を止 める どこ ろ か，ます ます利 用 頻度

が．ヒが っ て い る こ とを伺 わせ る。

　ケ
ー

タ イは 目の 前 の 現実 空 間で はない 仮想 空 間 との コ ミ ュ ニ

ケ
ー

シ ョ ン を可能 に す る が，彼 らの 身体 は 現 実世 界 に あ り，ケー

タ イ は 現実空 間に ある 身体 に よっ て 操作 され る。ケータイ使用

者 は，自 らの 経験 に 照 ら して ，ケ
ー

タ イ を操 作 す る行 為が そ の

場に 居合 わせ る 人に どの ような印象 を与 える か，あ る 程度 見 当

がつ い て い て，それ で い て なお使用 して い る の で は ない だ ろ う

か。と りわ け，「ケ
ー

タ イの デ ィ ス プ レ イ を見る 」とい う行為は，
一部 の 例外 を除 き，通話 と比 べ て マ ナ

ー
違 反 と し て批 判 され に

くい こ ともあ り，極 め て多 くの 場所で 行 われ て い る 。 目立 たな

い なが ら も，着 実 に広 ま っ て い る この 身体的行為に つ い て．考

察 を進 め て い く。多 くの 人 々 が 現 実世界 で 居合 わ せ る 中，お 互

い が もう一一つ の 世界 と の イ ン タ
ー

フ ェ
ー

ス を携帯 して い る。現

在，こ の こ と を前提 と して コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン を行う行動様式

と 文化 が刻 々 と構 築 され て い る の で は な い だ ろ うか。本研 究 は．

それ らの 行 動様式の 変化 を捉 える ため の 端緒 となる 視点 を提 供

す る もの で ある u

2 ，ケ
ー

タイを使用す る場所

　モ バ イ ル 社会白書 2005 ：5：
の 調査結 果 に よる と，通話す る場

所，メ
ー

ル
ω

をす る場所 と して 最 も頻 度 が 高 い の は，「自宅 」

や 「街中」で あ り，つ い で 「会社 ・学校 」，「食 事・買物 時」 と な っ

て い る （「食 事 ・買 物 時」 に つ い て は，「食事 ・買物が で きる場

所」 を 意味 す る と解釈 で き る ）。コ ン テ ン ッ
吻

を利 用 す る場所

と して 頻 度 が 高い の は．や や 異 な り，「自宅」 「電 車」 「街 巾」 「会

社
・
学校」 となっ て い る。．．卜記調 査 で注 目すべ きは，ケータイ

が 最 も使用 さ れ るの が 「自宅 」 で あ る 点で あ る。こ の 特徴 に つ

い て，自宅 外で も携帯 で きる と い うケータイ の 長所 を活 用 して

い る とい うよ りも，
一

人
一

台 保有す る 自分 専用 の 通 信回線で あ

る 特徴 が表 れ て い る と±．掲書 は分 析 して い る。ま た，電 車 内の

使用頻 度 を通話，メ ール ，コ ン テ ン ツ で 比 較 す る と．通 話
．
が 最

も低 い こ とか ら，電 車内で ケ
ー

タ イを使用 しなが らも，通話 と

して の 使用 を控 え る，とい うマ ナ
ー

が 少 しずつ で も浸 透 しつ つ

あ る こ と が 推測 さ れ る。

2 ，1　 「自宅」，「会 社 ・学校 」

　 最 も使 用頻 度 が 高 い 場 所 と して の 「自宅」 に つ い て で あ る

が，同居 人数 住 まい の 規模 や レ イア ウ ト，友人 知人 の 訪問頻

度 な どに よ っ て ，環 境 は 大 き く異 な る だ ろ う。 た だ し，ケ
ー

タ

イの 使用 が 問題 に なる の は，現 実 空 間 で の コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン

が 中 断 され か ね な い 場面で あ り，つ ま りは 家族 や 親 しい 友人

知人 との 会食中や 共に 過 ごす時 間 中で あ る。2004 年 の iMi リ

サ
ー

チ バ ン ク の 調 査 （「携 帯電 話 は手放 せ ない 」近年 の 食卓）
匚61

に よ る と．中高生 の 子供 を もつ 母親 723 人 に 調査 した と こ ろ，

食事 中 に 携帯 電 話
，
／3）

を食 卓 に持 ち込 む者 の 割合 は，母親が 約

50％，父 親 が 51％，子 が 56％ で あ っ た。さ ら に，携
．
帯電話 を

食 卓 に持 ち込 む 回答 者 の うち，母 親で 約 68％，父 親 で 66％，

子 で 76％ の 者 が，食事 中 に手の 届 くとこ ろ に携帯電話を置い

て い る と 回答 して い る。また，携 帯電 話 を食卓 に持 ち込 む家族

を対象 に，食事中に 子 どもが メ ール を読 ん だ り，返 信 し た りす

る と しか る か どうか を聞い た とこ ろ，47％ が しか ら ない ，と

回答 し て い る。つ ま り，こ の 調査 が行 われ た家庭 の 約半数が 食

卓 に携帯電話を持ち込 ん で お り，そ の 約 半数 が子供 が 食事中 に

メ
ー

ル を読ん だ り返信 した りす る こ とを許容 してい る 。 こ れ ら

の 家庭 は 2004 年段 階 で は まだ少 数 で は ある もの の ，ケ
ー

タ イ

の 普及以前 と比較 す れば ，家族 の 食 事風 景 は 大 き く変化 して い

る と言 える だろ う。また，平 岡善浩 ・馬 立歳久の 2005 年の 調

査
「7］

に よ れ ば，217 世 帯 の 大学生 （18
・21 才）の うち，周り

に 家 族 が 岩 る と きで も携 帯電 話 で 通 話す る者の 割合 は 32％ で

あ っ た。また，携 帯電 話 で メ
ー

ル を見る が 送信メ
ール を作成 し

ない 者 の 割合 が約 6．6％ ，携帯電話で メ
ー

ル を見 る し送信 メ
ー

ル を作 成 す る もの の 割 合 は約 88 ％ に 上 っ た （携帯 電話 で メ
ー

ル を見 る者 は トータル で 約 95％ に な る ）。 上 記 2 つ の 調査 は，

対象年齢が 異 な り，また 質問内容 も異な る が，両調査 の 結 果 は，

ケータ イ普及後の 家庭 に お い て，家 族 と共 に 過 ごす 時間 で さえ，

ケータ イを手放 さな い 生 活ス タ イル が確 実 に拡 が っ て い る こ と

を示 して い る、

　 見 城 は ゴ フ マ ン の 参 与 枠組 の 概 念 を用 い て ，親 しい 友 人 と

の 会話中 に お ける ケ
ー

タ イ通話 を分析 した
匚8］。参 与 枠組 と は ，

集 ま りの 中で お こ なわ れ る コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン の 中 で の 各メ ン

バ ー
同士 が お互 い に 作 り出す 関係 の 総 体 で あ り，支配 的 コ ミ ュ

ニ ケ
ー

シ ョ ン と従属的 コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン （脇演 技 交 差演技，

副演技）が 多層 的 に 重 な っ て 構 成 され る とす る 。 見城 は，打ち

合 わ せ ，会話 を 中断 して し ま うケ
ー

タ イ の 着 信 通 話 を，参 加 メ

ン バ ー聞の 参与枠組へ の 揺 ら ぎと捉 え た。また．通 話者 の 会話

中 の や りと りや 通話後の メ ン バ ー問の や りと りを分析 し，参与

枠組 の 揺 ら ぎが 従属 的 コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 手段 を援 用 して 如何

に修復 され て い くの か を克明 に 解説 して い る。

　上 記 の モ バ イ ル 自書 2005 の 調 査 区 分 の うち，自宅以外 で，

親 し い 者 と共 に 過 ごす 可 能性 が 高 い 場 所が，「会社
・
学校」で

あ る。所用 を足 した り，家族 や友 人 と連絡 を と っ た りす る必 要

が あ るた め，持 ち込 み を禁止 して い る 学校を除き、「会社
・
学校」

で ケータイ を使 用す る こ とは 極め て 日常的で あ る。ただ し，「自

宅 」 と違 っ て，親 し くな い 者 と顔 を合 わせ る 頻 度 も高 い た め，

ケ
ー

タ イを使用 する 場面 に も様々 な状 況が考え られ る。

2 ．2 　「電 車」

　「自宅 」 や 「会社 ・学 校 」 以外 の 場所 と し て，ケ ータ イ を使

用 す る 頻度 が 高 い の が．「街 中 」、「食事 ・買 物 時⊥ 「電 車」で

あ る
匚5］。こ の うち，「電車 」は 通 話で の 頻度 は低 い が ．コ ン テ

ン ツ 利 用 の 頻 度 が高 く，「街 中 」、「食事 ・買物時」 と同 じ公 共

的 な場所 で も，違う環 境にある と考 え られ る、，

　電車の 中で の マ ナ
ー

の 問題 は、「不 関与 の 規 範」 の 侵 犯 と し

て 語 ら れ る
匚9］。た また ま電 車 に 乗 り合 わせ た乗 客 達 の 間に は，

特に 申し合 わせ る こ と もない ま まに，お 互 い に 関与 しない こ と

を相互 に 求 め合 う関係 性 が成 立 して い る。と こ ろが，電 車内で

ケ
ー

タ イで 通話 す る者 は、本 人の プ ラ イベ
ー

トなや りと りの
一

部を乗 り合 わ せ た乗客 に
一方 的 に聞かせ る こ と に よ り，通話者
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の プ ラ イ バ シーの
一

端 を不 協和 音 と して 持 ち込 む。よっ て，ケー

タイ通話者は，電 車 内の 「不 関与 の 規範 」 を一方的 に 破る 者 と

して ，マ ナ
ー

違反 の 対 象 と な る。こ れ らの 分析 は 90 年代 に 行

わ れ て お り，上 記 に述 べ た 少数 派 の 奇行 に対 す る 不快 感 の 吐 露

に 留 ま ら ない ，理 論武装 を備えた批 判 と して も有 効 な議 論で

あ っ た と推測 さ れ る 。

　 岡部 ・伊藤 は ，電車内 で の 乗客達 の 非 言 語的行 為 の 応酬 を月
．

念 に 観察 し，電車内や そ の 他の 公共空問 を，マ ナー形 成 に向 け

て の 「ネ ゴ シ エ
ー

シ ョ ン の 場」 と提えた
［10］。彼 らは，電 車 内

で の ケ
ー

タ イ 通 話 に対 して，近 接す る 乗 客 達が非 言語 的 に 鋭敏

に 反応する 様子，通話者が 周囲に対 して顕示 的 に 「他 の 乗 客 へ

の 配 慮」 を行 う様子 を分析 して い る 。 電車内で の ケ
ー

タ イ通話

は で きる だ け控 え る とい うマ ナ
ー

は 定着 し つ つ ある もの の ，通

話せ ざる を得な い 乗客が行う 「他の 乗客へ の 配慮」を示す 具体

的行 為 とそ れ らを含 む社 会秩 序 は，状 況 や 文脈に 応 じて ，今後

も修整を続けなが ら変化 して 行 くで あ ろ うこ とを指摘 する。こ

の 分析の 中で ，彼 らは ゴ フ マ ン の 「関与」お よび 「関与シ
ー

ル ド」

の 概 念を用 い て，ケータイ通話 す る者の 非言語的行為 を解釈 し

た。彼 らは，乗 客 達 に よ っ て 維 持 さ れ て い る 車内 の 秩序 へ の

個 々 人の 取 り組 み を 「関 与」，個 々 人 の 私的行為 （こ こ で は 通話）

が周 囲に及 ぼ す影 響 を知 覚 的 に 遮 蔽す る物 を 「関与シ
ー

ル ド」

と捉 えた 。こ の 「関与 シ
ー

ル ド」 に おい て 重要 な点 は，使用 者

が 周 囲へ の 影響 を 遮蔽 しよ うと して い る態 度その もの が，顕示

的で ある とい う点で あ る 。 す なわ ち，「関 与 シール ド」使 用者 は、

周 囲へ の 影響を遮 蔽 し よ うとし て い る こ とを，他 の 乗客 に 向 け

て 「わ ざ と」 非言語的 に 周囲 に ア ピー
ル す る の で あ る。

2，3　「街中」，「食事
・
買物時」

　近年 で は，「街 中」，「食事 ・買物時 （で きる場 所 ）」 な ど の 公

共 的 な場所 の 多くで ，ケータ イ通 話や パ ケ ッ ト送受信が 可 能と

な っ て い る 。 ケ
ー

タ イには，外 出先 で そ の 場 に 居 ない 人 と連絡

を と っ た り，Web の 情 報 を や りと りす る 機 能が 備 わ っ て い る

こ とか ら，「街 中 」，「食 事 ・買物 時」 な ど の 公 共 的 な場所 で 使

用 頻度 が 多い こ とに驚 きは ない 。

　た だ し，こ れ ら の場
．
所が もた らす環 境 は 様 々 で あ り，時 間帯

は もちろ ん の こ と，周 囲 に 居 合 わせ る 人 の 有無，そ の 人 々 の 行

動 や外 見 に よっ て も異 なる、不審そうな人物 酔 っ ぱ らい ，奇

抜 な服 装の 人が 出没 しや すい とさ れ る場 所，一
人 で は 出向 きに

くい と 言 わ れ る 場 所 も公 共空 間 に は 存 在 す る。また，「自宅 」

や 「会社 ・学校 」近辺 の 路 上 は，頻繁 に フ ァ ミ リ ア
・
ス トレ ン

ジ ャ
ー C4）

に 遭遇する場所で もあ る 。 都
’
市生活 者 に と っ て ，フ ァ

ミ リ ア ・ス トレ ン ジ ャ ーと如何 に接 し て い くか は，重 要 な コ ミ ュ

ニ ケー
シ ョ ン の 問題 で あり，彼 ら との 接触頻 度の 高 い 場 所 は，

同 じ公 共空 間 とい え ど も他の 場
．
所 とは 明 らか に 各自の 社会的意

味 は異 な る。「司じ場所 で も．居 合 わ せ る 個々 人 に よ っ て ，そ の

場所 が もた らす 影響に は違 い がある だろ う。

　我 々 は，公 共 的 な場 所 の 多様 さ をふ まえた上 で．ケ
ー

タ イ を

使用 す る 行為 を考察す る必 要 があ る。と りわ け，歩 きな が らす

れ 違 うよ うな 短 い 時 間間 隔で 不 特 定の 他 人 と居合 わせ る 場合 と

違 っ て ，座 席に 座 っ て の 食事中，行 列 に並 んで 待 っ て い る最 申，

あ る い は 電車や エ レ ベ ータに乗 り合 わ せ た 時 の よ うに 比較的 長

い 時間．特定の 他 人 と居合 わせ る場 合 があ る。こ の よ うな場合

で は，咳 払い の よ うな さ さい な行動 で さえ も，空 間 を共 に す る

者 へ の 働 きか け と 受け取 られ る 可能 性 が あ り，身体 的 な行 動 に

は相応 の 注意が 必要 とな っ て い る
「川

。 ケ
ー

タ イ使用 に関 して

は．通話 は 明 らか な マ ナ
ー

違 反 と な る が，メ
ー

ル 使用，コ ン テ

ン ッ利 用 な どは，比較 的静か に 行わ れ る た め ，あま り問題 視 さ

れ る こ とは ない 。しか し，こ の 行為が 咳払い な ど と同様に，空

間 を共有 する 者 の 問 の あ る種の メ ッ セ
ー

ジ と捉 え ら れ る 可 能性

が あ る。我 々 が ケ
ー

タ イ を使用 する こ と を考察す る 際 に は，こ

れ らの 作 用や その 意味 も併せ て 取 り上 げる必 要が あ る 。

3 ．デ ィ ス プ レイ を見 る場面

3 ，1　 共在状態 ・場 面 ・状況

　 以 下 に ケース ス タ デ ィ を述 べ るが、その 前 に 用 い る 用語 を整

理 する 。 富田 は，メ デ ィ ア
・コ ミ ュ ニ ケー

シ ョ ン の 理解の 指標

と して ，親密性 と 匿 名性 と い う 2 つ の 概 念 を軸 に，人 問 関係

を 「ま っ た くの 他 人」 「イ ン テ ィ メ ン ト・ス トレ ン ジャ
ー」 「顔

見 知 り」「友人 ・恋 人」の 4つ に分 類 して い る
匚12］。こ の うち，「イ

ン テ ィ メ ン ト・ス トレ ン ジ ャ
ー」 は通 話や メ ール 利 用 に 大 き く

関 連 す る もの の ，現 実空 間 で 相対 す る こ とが極 め て 少 ない と考

え ら れ る た め ，この 調 査で の 分 類 か ら除外 す る。現 実空 間 で は，

大 き く分けて，こ れ ら 「ま っ た くの 他 人」「顔見 知 り」「友 人 ・

恋 人 」 の 3種 類 の 人 々 と空 間 を共 に す る。こ れ ら 3 つ の 関係

に 関 して，中間的，派生 的，複合的な関係の 有り様は 往 々 に存

在．す るが，こ の 調査 で は，他者と空 間を共に する 場合を大きく

分類 す る 必 要が あ る た め，大 き く分類 で きる 典 型 的な 関係性 に

の み注 目する。た だ し，こ こ で の 調査で は．同 じ空聞 に 居合わ

せ る 「ま っ た くの 他人 」 を さ らに 2 つ に分 け て 「不 特定の ま っ

た くの 他人」 と 「特定の ま っ た くの 他 人」 に 分 け る。2．3 節 で

も述 べ た よ うに，現実 空 間で は，近 くに居 る 特 定の 何 者 か を意

識 した行動 を取る 場合 と，不特定の 何者か に 向け ら れ る 行動 は

明 らか に異 な るか らで あ る。さらに，現実空間で 周りに 誰もい

な い 状 態 と して 「自室 で ひ と り」 を追加 する。こ の 状 態 は，現

実空 聞 で 他 人 と の リア ル タイム の や りと りが全 くない とい う状

態で あ り，他 の 関係性 との 比較 の ため に 必要で あ る。また，「友

人 ・恋 人」 につ い て は，親 しい 人 間関係 と考 え られ る ため，家

族 を 追 加 し て，「友 人 ・恋人 ・家 族 」 と い う分類 項 目に 変 更す

る。以、Eよ り，現 実空間 で の リアル タ イム で の 人間 関係 につ い

て，「自室 で ひ と り」「不 特定の ま っ た くの 他 人 」 「特 定 の ま っ

た くの 他 人」「顔見知 り」「友 人・恋 人・家 族」の 5 つ に 分類 する。

こ れ らを分類 の 便 宜上，本 稿 で は 「共在状態 」 と呼称する。

　ま た，各 「共 在 状 態 」 を記 述 す る た め の 用 語 も整 理 し て お

く。2 章 で 用 い た 「場 所」 と は，あ る 空 問的 な区 画 内 を指 して

お り，人が居合 わせ る空 間を地 理的 に捉 えて い る。「場 面 」とは，

ある 場
．
所 を背景 と して ，人々 が 居合 わ せ て い る空 間 を視覚 的 に

指 して い る。そ の 空 聞 に居 合 わ せ る 人 々 は もち ろ ん の こ と，空

間内 の 物，空 間 内の 人 の 見か け，性別．服 装，人同士 の 関係 な

ど も記 述 の 対 象 と して 含ま れ うる。「状況」 は，置か れ た 「場
．
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面」 に応 じて，空 間 内の 当該者 が，ど ん な影響 を受け，どの よ

うに 考 えるか な ど を推 測 した り解釈 した りす る た め の 用語 と す

る （例 えば，電車内 とい う 「場 所」 におい て，向か い の 席 に知

らない 人が座 る とい う 「場面」で は，お互 い に顔 をあげに くい

よ うな気 まず い 「状 況 」に な る，とい う使 用法 に な る）。以 降，「共

在状態」 で分 類 され た人 間関係 につ い て，ケ
ー

タイを使用 した

くな る よ うな典型 的 な 「場 面」例 を挙げて ，当該者に ど の よ う

な心 情 や意 図 を もた らす 「状況 」だ っ た の か を考察す る 。

3，2　ケ
ー

ス ス タディ 1 一場面の 自由記述

　ケ
ー

タ イ を使用 す る 行為は 注意 深 く観 察 す る 必 要 が あ る 反

面，直接観察に よ っ て 理 解 を全 うする に は 自ず と限界が あ る。

直接観察 を行 う観 察者 も また現 実 空 問に 居 合 わせ る
一

人 の 他 人

とな る ため で あ る。同 じ空 間 に居 て 観察 しよう とす る 態 度 その

もの が，「観測問題」さ なが ら．被観察者を刺激 しか ねない 。よ っ

て ．ア ン ケート回答者 を募 り，自らの経 験 を述べ て もら う方 法

で の 調査 を行 う必要 が ある。

が述べ る 場面 は，ラ ッ シ ュ 時の ぎゅ うぎゅ う詰め の 車内に 立 っ

て 乗車 して い る 場 合 か ら，ガ ラ ガ ラ の 車 内に
一

人 で 座 っ て い る

場合まで 様々 な場面が考えら れ る）。

　以 下 に 5 つ の 共在状態に お ける 典型 的 な場面例 を 5 つ ずつ

挙げ る。い ずれ も．2 度の 調査 に お い て ，明瞭 な表現で 複数人

か ら述 べ られた 例 で あ る 。 （た だ し，必ず し も多数の 例 で はな

い 。一
般性が 高くて 理 解 しや す く，か つ 幅広 い 使用例 を挙げて

い る 。） 以 下 の 文面 の 多 くは，得 られ た 回 答の ままか，回 答 を

抜粋 した もの だが ，文意 を損なわ ない 稚度に 表現 を変えた もの

もある。

共在状 態 A ：「自室 で ひ と り」

　 　 a．部屋 で 時 間 （予 定 ） を見 る時

　 　b．ひ と りで テ レ ビ を見 て い て CM に な っ た 時

　　c．朝起 きる時

　 　d．部屋 で
一人で ．何 もす るこ とが な い 時

　 　 e．勉 強 に行 き詰 っ た 時

第 1 回調 査

　時期 ：2005 年 7 月

　対象 ；新潟大学生 （主 に 1 回生 ）73 人，18 歳 か ら 21 歳 まで，

　　　　男 性 30 人，女性 43 人

第 2 同調 査

　時期 ： 2006 年 7 月

　対象 ：新潟大学生 （主に 1 同生）55人，18 歳か ら 20歳 まで，

　　　　男 性 17 人，女 性 38 人

　 2 回 の 調査 で 被 験 者 に重 複 は ない 。第 1 回，第 2 同 と も，被

験 者を
一

同に 集め て 集合的 な説明 を行 っ た 。 回答は ケ
ー

タ イ を

持つ 者 の み に 求め た 。1 週 間，自分 自身の 行動に 注 意 して お く

よ うに 依頼 した 。 その 行動 とは，着信音や バ イ ブ レ
ー

タ
ー

に よ

る 呼び 出 しが ない に も関わ らず，自発 的 に ケー
タ イを取 り出 し

て デ ィ ス プ レイ 画面 を見る行動で あ る。そ の よ うな行動 を とっ

た場合 に，そ の 場面 を記 憶 して お くよ うに 指示 した。そ して 、

1 週 間後 に典 型 的 な場面 の 例 を 5件 程 度，自由記述 の 形 で 記載

して 提 出す る よ うに 依頼 した。1 件 しか書 か ない 回答者 もい た

が，最 大 で 8 件 書 い た 回答 者 もい た。第 1 回 で 計 337 件，第

2 囲で 計 286 件の 場 面の 記述 を得た 。

　 自由記述 の 回答は曖昧な表現が多 く含 まれ る
一

方で ，表現が

短 くて 的確 なこ とが 多 い 。こ こ で は．得 られ た表現 を元 に，周

囲に 居 る と 推測 され る 人 間 と の 典 型 的 な関係，す なわ ち 5 つ

の 共 在状態 に よっ て 分類 す る。さ らに共 在状 態 に分 類 され た場

面の 例 を元 に，そ の 状 況 に お け る用 法や 意 図 を抽 出す る。

3．3　ア ンケ
ー

ト結果

　 ア ン ケ
ー

トで 得 られ た 回答 を，上 記 5 つ の 共 在状態に 分 類

した 。回答 の 記 述 が 詳 細 で な くて も．
．
文 面 か ら

一般 的な 場 面 を

推 測 で きる場合 に は，上 記 の 分類 に 当て はめ て い っ た。た だ し，

分類 が 困難 に な る ような曖 昧 な表現 は，分類 不 能 と見 な して 考

察 よ り割愛 した （例 え ば，「電車 で ひ と りの と き」 とい う回答

共在 状態 B ：「不 特定 の ま っ た くの 他 人」

　 　 a．人 を待 っ て い る 時

　　b．満員 電 車で の 気 ま ずさ を回 避 した い 時

　　c．人 ご み に 入る 時

　　d．夜道を一人 で 歩い て い る時

　　e，一人 で い る 時，周 りか ら 「孤 独 な 人」 とい う印象 を受

　　　 けない よ うに し たい 時

共 在状 態 C　 「特 定 の ま っ た くの 他 人」

　　a．路 上 ラ イブや 路．Eダ ン ス を して い る 人 達の 前を通 る 時

　　b．チ ラ シや テ ィ ッ シ ュ 配 りを拒否 し た い 時

　　c，不 審者っ ぽ い 人 が 居る 時

　　d，電車に乗 っ て 自分の 前に 人が 座 っ て い る 時

　　e．電車や バ ス で 偶然一緒 に な っ た 人 と，降 りて か ら も進

　 　 　 行方 向が
一

緒 だ っ た 時

共 在状 態 D ： 「顔見 知 り」

　　a ，顔 だ け知 っ て い る 人 とす れち が う時

　　b，キ ャ ン パ ス 内な どで 話 した くな い 人 と す れ 違 う時

　　e．電車で 昔の 友人 が 近 くに い る 時

　　d．遠 くか ら歩 い て くる友達 に気付 き，近 くに 来 て 挨拶 で

　 　 　 きる 距離 に なる まで の 間

　　e．仲 の 良い 友達 が い な い 講 義室 で ，講義 が始 まる まで 待 っ

　 　 　 て い る時

共 在状 態 E 　 「友人 ・恋 人 ・家 族 」

　　a ，複数の 友人 とい て話 に入 れ なか っ た 時

　　b．友達が 携帯電 話 を使 っ て い る 時

　　c．友達 とし ゃ べ っ て い て 沈 黙 に な っ た 時

　　d．好 ま し くない 話題 に なっ た時

　　e，退屈 さをア ピー
ル す る 時
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3 ．4 ．場面 の 考察

　回答者の 全員 （次章も同様）が，2004−2006 年 に大学 生 で あ

る世代に 属する が，彼 （女） らは ケ
ー

タイ利用 に 関す る リ テ ラ

シ
ー教 育（本格的 な提 唱 と して

L剃
）な ど は 受 けて い な い 。彼 （女）

らは，謂わ ば 「．乎探 り」で ケータ イ使用 を行 っ て きて い る。そ

の よ うな 者た ちが 述べ た 上 記 の 典 型 的な例 か らで も，ケ
ー

タ イ

の デ ィ ス プ レ イ を見 る 行 為は，各場面 に お い て 様 々 な理．由に 応

じて 起 きて い る こ とが わ か る 。 各共在状 態 につ い て は，詳細 に

検討 すべ き課題 で ある。しか し．デ ィ ス プ レ イ を見 る とい う行

為 その もの が，同時 に 空 間 を共有する者へ の 働 きか け に もな り

うる こ と を明 らか にす る の が 本犒の 狙い で ある 。 よ っ て，以 下

で は上記 の 報告例 にお ける ケー
タ イの役割 と使用者の 周囲 へ の

働 きか け を指 摘す る に 留 め る、、

　共 在 状態 A ：「自室 で ひ と り」で は，現実空間 で 共に居 合わ

せ る者 が い な い 。a の よ うな コ ミ ュ ニ ケー
シ ョ ンの ない 使用 法

と、b ，　 c，　 d．　 e の よ うに 自室 外 との コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン の 窓

口 と して の 使 用 法 に 分 け ら れ る。b，　 c，　 d，　 e の 使用 法 で は，

自室 に い なが ら もリアル タ イム に外 部 とコ ミ ュ ニ ケー
シ ョ ン し

ようとす る意図が 現れ て い る。

　共在状 態 B ： 「不 特定 の ま っ た くの 他 人」 で は，知 らない 他

人が 存在する 空間に居 る場合であ る。そ の 中の 特 定 の 誰 か を意

識 した行動 を とる 必要 は ない が ，不 特 定 の 人 々 の 視 線 に さ ら

され て い る 自分 を意識 して い る 状 況で あ る。a の 例 の よ うに 退

屈 しの ぎと し て使用 され る 場合 もあ るが，e の 例 で は，一人 で

（alone ）で い るが，孤 独 （lonely）で は な い こ と を周 囲 に あ え

て ア ピール す る ため の 道具 と し て 使用 さ れ て い る 。 e の 例 は，

その 場 にい ない 親 しい 者 と即座 に コ ミ ュ ニ ケ
ー

ト可 能なツ
ー

ル

な らで は の 使用 法 で あ り，他 の 携帯可 能 な小 物で は，誰か と連

絡 中 で あ る と い う印象 を与 える こ とはで き ない 。ケ
ー

タ イ の

デ ィ ス プ レ イ を見る と い う行為 そ の もの が，自身の 印象操作 を

目論ん で 利用 され て い る 。

　共在状 態 Cl 「特定 の ま っ た くの 他 人」 で は，知 らない 他 人

が 存在 して お り，か つ ．そ の うち の 誰 か との 「距 離」 や 「関係 」

を調節 す る必 要 を感 じる よ うな状況で ある 。 a，　 b．　 c の 場 面 の

よ うに，路 上 で 自 らに 向 け られ つ つ あ る 関 わ りに 対 して 間接 的

に 拒 否 す る た め の 使 用 法 や、d，　 e の 場 面 の よ うに
一

定時間居

合わ せ た 他人 に対 して無関心 で あ る こ とを儀 礼 的に ア ピー
ル す

る た め の 使用法が ある 。 都市空間 にお い て は，ホール の 述 べ る

個 体距 離 （約 45cm ・120cm 程 度 ）や 社 会距 離 （約 1，2m ・3．6m

程度） に
一

定時間，全 くの 他人 が居合 わせ る場 面 が数 多 くあ る

匚14］。そ れ らの 居合わ せ た 人 々 に 対 して ，会話 を始め た り，交

友 関係 を構 築す る 準備 が な い 場 合 に は，後者 の 使 用法 は 効 果 的

で あ る と推 察で きる。

　共在 状 態 D ： 「顔 見知 り」 で は，明 らか に 知 っ て い る 人 間が

近くに い る こ とを認 識 しなが ら．なお 顔 を合 わせ た り，コ ミ ュ

ニ ケ
ー

シ ョ ン を と る こ と に消 極 的で ある よ うな状 況で あ る。a，

b，c の 例で は，話 を しづ らい ，あ るい は話 を した くな い 相 手

に 対 して 「気が つ い て い な い 自分」「他 との コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ

ン で 忙 しい 自分 」 を装 っ て 演 出 し て い る と解 釈 で きる。また ，

e の よ うな例 で は，定期的に顔 を合わ せ る 者が視界 内に居 る こ

と を認 識 し なが ら も，そ れ らの 人 た ち は 自分 に と っ て 親 しみ を

感 じる 存在で は ない こ とを言外に 述べ て しまう使用 法で ある 。

　 共在状 態 E ： 「友 人
・
恋人

・
家族 」で は，親 しい 者 と共 にい

なが らも，リ ア ル タ イ ム で の 交友状 態は 好 ま し くな い よ うな状

況に あ る。こ こ で 挙げた 場
．
面で ケ

ー
タ イ の デ ィス プ レ イ を見 よ

う とす る者 は，顔 を 上 げて 目前 の 親 しい 者 と コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ

ン を続 け る こ とが 困 難 な 状況 に あ る。特 に e の 例 で は，現在進

行 中 の コ ミ ュ ニ ケー
シ ョ ン に 耐えが たい 心 証を，周 りの 者に 言

外 に
．
訴え て い る。ケ

ー
タ イ の デ ィ ス プ レ イ を見 る行為が 目前の

親 しい 者 に と っ て どん な意味 を持 ち得 る の か をあ る 程度 理 解 し

なが ら，その こ とを利 用 す る使用法 で あ る。

　5 つ の 共在状態 で は，各．使 用 の 仕 方が 異 な る。共在状 態

A ： 「自室 で ひ と り」 で は，同 じ空 間 を共 有す る 者 が居 ない た

め ，ケータイ を用 い て 室 外 との コ ミ ュ ニ ケー
シ ョ ン を とろ うと

する 意図が あ る場 面が ある。一
方 で，共在 状 態 B ，C ，　 D で は，

現実 空 間 を 共有す る者 と の コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン を間接 的 に拒 絶

し た り，自らの 態度を ア ピール す る狙 い で 使 用 す る場面 があ っ

た 。 また、共在状態 E ；「友人 ・恋人 ・家族 」で は，交友 関係

の 状 況 を認識 した 上 で あ えて 使 用 して い る場 面 が 多 く，現 実 空

間に お ける リ ア ル タ イ ム の
．
交友状態そ の もの を調 節す るため に

ケー
タ イが利用され て い る 場合が ある こ とを示 して い る 。 つ ま

り，共 在状態 B，C，　 D ，　 E の 例 が 示す よ うに，ケータ イ の デ ィ

ス プ レ イ を見る行為に は，現 実空間へ の 働 きか けが 含まれて お

り，回答者 た ちはそ の こ とを意図的に 「わ ざと」利用 して い る

こ と が わか る。大 学生 が 答 えた例 か ら だけ で も，ケ
ー

タ イ を介

した Web の 情 報 や そ の 場 に い ない 者 との つ な が りが，現実空

間で の 身体的演 出の 道 具 とな りうる こ とが わか る。

　また，共在状態 C の 使用 法 に 顕 著 に 現 れ る よ うに，目前 の

人 間 と の 直接 的 な コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン の 始 ま りを避 け る
嚇

た

め に ケ
ー

タ イ を使用する 場面が ある 。 こ の 使用法 につ い て，上

述 の 岡部
・伊 藤

匚1°］
が適用 した解釈 と別の 観点か ら関与 シ

ー
ル

ド概念 を応用 す る こ とが で きる だ ろ う。つ ま り，ケ ータ イ そ の

もの が 目前 の 人間 との コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン を遮 る 関与 シ
ー

ル ド

で あ る，と い う解釈 で あ る。こ れ に つ い て は，紙幅の都合 か ら

別 稿 で 議 論す る。

4．空間的，身体的要因と意図的使用

4．1　 ケー
ス ス タ デ ィ 2 一ケータ イ 使用の 欲求の 強さ

　前 章の ア ン ケートの 共在状 態 B ，C，　 D ，　 E に お い て は，ケ
ー

タ イの デ ィス プ レ イ を見 る行 為に は ，同 じ空 間 に居 合わ せ た 者

に 対 す る働 きかけが 含 まれる 使用 法が 見 られ た。しか し，共在

状 態 B，C，　 D ．　 E で は 明 らか に 置 か れ て い る場 所 や 場 面が 異

な る た め ．ケ
ー

タ イの デ ィ ス プ レ イ をつ い 見 た くな る よ うな欲

求が どの よ うな 要 閃 に 影響 され や す い の か が 上 記 の 分類 で は 明

瞭 で ない 。コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン の 始まりを拒絶す る 相乎，あ る

い は 自己演 出を見せ つ ける相手 との 空 間的位置関係や 身体の ロ

ケー
シ ョ ン な どに よ っ て も，そ の 必要 性 は 左右 さ れ る と考え ら

れる 。よ っ て ，ケータイの デ ィス プ レ イを 見る とい う行為を如

何 に 感 じて い るか，ケータイの デ ィ ス プ レ イを見た くな る欲求
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を如 何 に感 じる か を量 的 な指標で 捉 える ケ
ー

ス ス タ デ ィ を行 っ

た。

4 ，2　ア ンケ
ー

ト 1 一
ケ
ータイ を使用す る行為へ の印象

　　時期 ：2004 年 12 月

　　対象 ：新 潟大学生 （院生 を含む）98人 （18 歳か ら 25 歳 まで，

　　　　 男性 45人，女性 53 人）。前 章 回答 者 と の 重複 は な い 。

　被験 者 を集 め て 集合 的 な説 明 を行 っ た。回答 は ケ
ー

タ イ を

持つ 者 に 限定 した。以下 の 2 つ の 質 問 に 2 件 式の 回答 （は い ・

い い え）で 答え させ た。

Q1 ： 知 人 に 気 づ か ない ブ リを す る た め や 他入 との 関 わ り

　　 を避 ける た め にケ
ー

タ イ を使用す る こ とが ある か ？

Q2 ： ケ
ー

タ イ を 使用 して い る 人 は 話 しか けに くい と感 じ

　 　 た こ とが あ る か ？

　98 人 の 回答 す べ て が 有効 で あっ た。結果 は Q1 を は い と答

えた もの の 割 合 が 約 86 ％ 〔男 性 73％，女性 96％），Q2を は い

と答えた 者の 割合が 94％ （男性 89％，女性 98％）で あ っ た。

4．3　 ア ン ケート2 一場面 別 に よる 5 点尺 度 回答

　峙期 と対象 は 4．2 の ア ン ケート1 と同 じで あ る。回答 者 自身

が 質 問文 に あ る ような場面 に 置か れた 時に，ケ
ー

タイ をど の く

らい の頻 度 で 使用 した か，また 場 面の 経 験 が 無 い 場合 は，その

状 況 に置 か れ た 時 に，自分 な ら ば どの くらい 強 くケ
ー

タ イを使

用 した い と思 うか を答えさせ た、， 質問文は平均的 な学生 ・
若い

労 働者 な どが 休 日 に 繁華街 に 出 か け て い く際 に 出会 う場 面 を想

定 して い る 。

Q1 ：
一人 で 電 車 に 座 っ て い る と，前の 座 席 に カ ッ プ ル が

　 　 座 る場面

Q2 ：
一

人 で 電 車に座 っ て い る と，お 年寄りが 近 くに 立 っ

　　 た の で 座席を譲る か 迷 う場面

Q31 一
人 で 電 車に 座 っ て い る と，不 審 者 ら し き人物 が こ

　　 ちら を見つ め て い る 場面

Q4 ：
一人で ラ

ー
メ ン 屋 に 入 る と，知 らない 人 とテ

ーブ ル

　　 席で 相 席に され た場 面

Q5 ：
一人で ウ ィ ン ドウシ ヨ ッ ピ ン グ 中 に，店 員が 接 客 に

　 　 近 づ い て 来 る場 面

Q6 ：友 達 と の 待 ち合 わ せ 場 所 で．ナ ン パ 目的 ら し き人 が

　　 接近 して くる 場面

Q7 ：友達との 待ち合 わせ 場所で，近 くで怖 い 人 た ちが小

　　 競 り合 い を始 め た 場 面

Q8 ：友人 との 会話 中 に，友 人 の ケー
タ イ に 着 信 が あ り、

　　 友人 が話 を始 めた場 面

Q9 ：混 ん で い る 映 画館 で 行 列 に並 んで い て，友 人が トイ

　 　 　レ に行 き，少 しの 間，行 列 中で
一

人 に され た 場面

Qlo；
一

人 で 帰 宅 中．付 き合い の ない 顔 見知 りが こ ちら に

　　　向か っ て 歩い て くる 場面

　回答 の た めの 制 限時 間 は 設 けなか っ た 。 回答 は 「必ず使 う」

か ら 「使 わ ない 」 まで の 間 を 5 段 階 に 分 けて 選 択 的 に答 え させ

た 。「必 ず使 う」 を 5 点，「使わ な い 」 を 1 点 と し て ，中 間 の

選 択肢 にそ れ ぞれ，4，3，2 点の 重 み を付けて，全設問 に つ い て

得 点を 計量 し た 。 98 人 の 回答すべ て が 有 効で あ っ た。図 1で は，

全 回答の 結果 を平均 得点 の 高 い 順 に ソ
ートして 表示 して い る。

　また，全 設問に つ い て，男女別の 平均 得点 の 差 をマ ン ・ホ

イ ッ トニ
ー

の U 検定で 検証 した。図 2 に男女別 の 平 均値 を示 す。

棄去［］率 o．05 で 平均値 の 差 を比 較 した結 果，Q3 ：電 車 内で 不審

者 （p
〜o．049） と Q6 ： ナ ンパ 者接近 （p

〜o．oo1）の 2 つ の

設 問 だ けに 有意差 が確 認で きた。

図 1 ： 場 面別 で の ケータイ使用 欲求の 強 さ

図 2 二場 面 別で の ケータ イ使 用欲 求 の 強 さ （男 女 別）

4．4　距 離 ・視線 ・性 差

　 ア ン ケート 1 で は，周 囲 と の 関 わ りや コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン

の 開始 を拒否 す るた め にケータイ を 自覚的 に 使用 す る 人 の 割合

と，ケ
ー

タイ使用 中 の 人 に 話 しか けに くい と感 じ る 人の 割合を

調査 した、，こ の 結 果，両 質問 とも多 くの 人 が 「は い 」 とい う回

答を示 した。こ の こ とは．多くの 人が ．ケ
ー

タ イ使用 中の 人は

話 しか け に くい こ と を感 じなが ら も，自分 自身 は その こ と を
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自覚的 に 利 用す る こ とが ある こ と を示 して い る 。 ア ン ケート 2

で は，ケー
タ イを使 用 した くな る欲 求を 場 面 ご と に ど う感 じ る

か が 問題 とな る。こ こ で は，居 合 わせ た 他人 との 距離，視 線

性差 の 3 つ の 要 索 か らこ れ らの 場面 を考察 し よ う
［15．

。

　 ゴ フ マ ン は同 じ視界 内 に 人々 が 居合 わ せ る と き，お 互 い の 身

体が，その 意 図の 有無 に 関わ らず，様 々 な 情報の や りと りを行 っ

て い る こ とを指摘 した
「111。そ の 上 で ，同 じ空 間内に 居 合わ せ

る 人 と人の 問に お い て，そ れ ら様々 な 身体的情報 を含 ん だ 総 合

的 なや りと りを対 面 的相 互作 用 と呼 ん だ。私 た ち の誰 もが，一

人 で居 る空 問か ら一歩外 に 出れ ば 望 む望 まな い に 関わ らず，

何 らかの メ ッ セ ージ を発 信 して い る。目の や り場 は もちろ ん，

ち ょ っ と した 仕草 や 身体 の 動 きも，空 問 を共 に す る者 の 判 断 次

第で 様々 に解釈され うる、， 他 人 と空 間 を共 有す る 限 り，身体 を

持つ 我々 は こ の よ うな情報発信 と （誤解 を含み 得 る） 相互 解 釈

が 連 鎖す る対 面 的相互 作用 を 行い 続 け る。ケータイの デ ィス プ

レ イ を見る とい う行為も，こ の 対面 的相 互作 用 の 観点 で 捉 える

必要が ある 。

　 こ の 対 面 的 相互 作用 の 概 念は，挨拶 行 動 の 分 析 や パ ーソ ナ

ル ス ペ ース 理 論な どの 非言語 コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 理論 に応 用 さ

れ て い る。挨拶行 動の 分析で は，パ ー
テ ィ の 席上で の 出席者の

視 線 の や りと りか ら会 話 に 至 る まで の 儀 礼 的行動が 取 り上 げ ら

れ，会話 に至 る まで の 視線 の 使い 方が そ の 後の や りと りや 出席

者 同士 の 関係 に大 きな 影響 を与え る と され る
匚16］。パ ー

ソ ナ ル

ス ペ ース 理論 で は，同 じ空間 に 居合 わ せ る
．
者同士 の 距 離 と行 動

と の 相 関が指摘 され，我 々 が常 に他人 との 距離に 鋭敏で ある こ

と が裏付 け られ る
［14／1。ま た，ジ ェ ン ダー理論 で は，雑踏の 中

で 安易 に声 をか け られて しま う女性 の 社 会 的立場 の 弱 さが 指摘

さ れ る 。 公 共 空 間に 居 る女 性 は，まさに 「公 共 」の 場に 居 る に

も関わ らず，い つ 訪れ る と も知 れ ない 不 快感 に備 え，トラ ブル

の 芽 と戦 い 続 け る 必要 が あ る こ とが 述べ ら れ る
：17］
。以 上 よ り，

公共 空 間 にお い て は，他 者 の 視線 他者 との 距 離 本 入の 性差 ，

の 少 な くと も 3 つ の 要 素 が対 面 的相互 作用 に 大 きく影響 し て

い る と 考 え られ る。4．3 の ア ン ケート2 の 結 果 をこ の 3 つ の 要

素か ら分析 す る。

4 ．5　分析 と考察

　 図 1 の 結果 で は，ケ
ー

タ イ を使 用 した くな る欲 求 が 高 い 上

位 4 つ の 設 問 は，Q4，　 Q3，　 Q9，　 Q6 で あ る。こ れ らの 設 問 が

述べ る 場
．
面 と は，い ずれ も 3 章で の 共在状態 C ；「特定の ま っ

た くの 他 人」 に 含 まれ る もの で あ り，他 人 が 近 くに居 る か，他

人 の 視線 を受 け る 状 態が しば らく持続 す る。特 に Q4 の よ うな

場 面 は，他 者 の 視 線 を避 けが た く，さら に，空 間的距離 も非常

に 近 い 状 態 が あ る 程 度 の 時 間持 続 す る ため ，ケ
ー

タ イ を使用

し た くな る 欲 求が 高 くな る 状 沈 で あ る と．考 え られ る。一方 で，

Q1，　 Q7，　 Q5，　 Q2 の 設 問が 述べ る場 面 で は，欲 求 の 度 合 い が

相対的に 低い 。 こ れ らの 場面 は，比較的 欲求の 高い Q4，　 Q3，

Q9，　 Q6 と比 べ て，他 人 との 空 間的距 離 が 遠 く，徒 歩 で その 空

間か ら移動 す る こ とが 比較的容易 で ある、、つ ま り，ケ
ー

タ イ を

使 用 す る以外 で も，視線 か ら逃 れて 他 人 との 距離 を と りや すい 。

また，Q8 は 前 章で の 共 在状 態 E の 場 面例 b と，　 Qlo は 共 在状

態 D の 場 面 例 a と同様 の 場 面 で あ り，ケータイ を使用 した く

なる 欲 求 を感 じやす い 状 況 で あ る。

　ま た 全設 問 につ い て ，男女別 の 平 均値 の 差 をマ ン ・ホイ ッ ト

ニ
ー

の U 検定 で 検証 した。図 2 に男女 別 の 平 均 値 を示す。棄

却率 o．05 で 平 均値 の 差 を比 較 した 結 果 Q3 ：電 車 内で 不 審 者

（p
〜0．049 ） と Q6 ： ナ ン パ 者 接 近 （p

− O．OOI）の 2 つ の 設

問 だ け に有 意 差 が確 認 で きた。こ の 2 つ の 状 況 と も女 性 が 高

い 平 均 値 で あ っ た。Q3，　 Q6 と も公 共空 間 に お け る少 し離 れ た

他者 の 視 線や 干渉 を避 け る必要 を感 じる 状 況で あ る。こ の 結 果

は ，公共空間 におい て 「見 られ る」存在 であ る女性 の 弱 い 立場

を反 映 し て い る。他者 の 視 線は 男性 と て 軽視 で きる もの で は な

い が ，一般 に 女性ほ ど深刻で は な い 。こ の 結 果 は，公 共 空 問に

居 る 女性 は他者の 視線 を介 した トラ ブル に気 を配る必要性が あ

る
［17］

こ とを示 して い る。

　ア ン ケ
ート 1 の 結 果 か ら 明 ら か な よ うに．ケ

ー
タ イ を使用

する 行為 自体は，話 しか けに くい 状況を作り出し，直接的な会

言舌の コ ミ ュ ＝ ケ
ー

シ ョ ン の 障害 とな りや す く，ま た 回答者の 多

くはそ の こ とを自覚 して い る。ア ン ケ
ー

ト 2 の 結果か ら，回答

者 た ちの 多 くが，公共 空 間 に おい て，他 人 との 距離 他人か ら

の 視 線 性差 な どを要 因 と して、ケー
タ イを使 用 した くな る 欲

求 を 持 っ て い る と推測 で きる。す なわ ち，ケー
タ イ を使用 す る

者は，その 行 為が 周 囲の 人 問に どん な印象 を与 え るか を知 りな

が ら，自覚的 に 利用 して い る 。 ア ン ケート2 で 想 定 した場 面 は，

い ず れ も学生 や若 い 労 働 者 た ちが休 日に 出 くわす よ うな一般 的

な もの で あ るが，そ れ らの 結果 だ けか らで も，回答者 達 がケー

タ イ を 自己演出の 道具 と して 使用す る場 合があ る こ と を示 して

い る。

5．おわ りに

　以 上 の 調 査 か ら，ケ ータ イ の デ ィ ス プ レ イ を見 る，と い う

日常的 に よ く目にす る 行 為に も様々 な用 途 があ る こ とが示 され

る。特 に 3 章で 述べ た 共在状態 B ，C，　 D ，　 E に お い て な され

た 演 出 的印象操作は，ケ
ー

タ イの デ ィ ス プ レ イ を 見 る と い う行

為そ の もの が もた らす周囲へ の 効果 を自発的 に利 用す る行為で

あ る。また，ア ン ケート回答者達 は，周囲に 居合わせ た他人 と

の 距 離．他人 か らの 視 線，性 差 な どを観 察 しなが ら，ケー
タ イ

を使 用 して い る と 考 え られ る。

　こ れ らの 行為を考 察 す る観 点 と して 「目に見 え る 2 重 の 秘

匿性」 とい う言葉 を挙 げて お こ う。ケ
ー

タ イ の デ ィ プ レ イ を 見

る とい う行為は 現 実空 間 の 周 囲の 者 に対 して 秘匿的 な 部分 を 含

む。周囲に い る 者は デ ィ ス プ レイ を見る とい う行為自体を観察

す る こ とは 出来て も，一一vaに そ の 画 面 の 内容 ま で は 見 透か せ

ず，デ ィ ス プ レ イ を見 る行 為が 行為 者 に ど ん な 意味が あ る か ま

で は理解 で きな い 。ケータイ内部の 記憶内容 は様 々 な プラ イバ

シ
ーを含 むため，必要 以 上の 詮 索 もで きない 。さ らに，ケ

ー
タ

イ の デ ィ ス プ レ イ を 見 る とい う行為 を観 察 す る だ けで は ，使 用

者が や む を得ずリア ル タ イム に 即応 すべ き内容 に向か っ て い る

の か．用 もない の に ケ
ー

タ イ を操作 し て い る だ け な の か も，判

断す る こ とは 困 難 で あ る。つ ま り，デ ィ ス プ レ イ の 内容に つ い
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て とリア ル タ イム の 必然性に つ い て との 2 重 の 秘 匿性が あ る。

　「見 る
一

見 ら れ る者 同士 に 発 す る権力 関係」 に つ い て は多 く

の 論 者 が述べ て い る が （例 えば
．ls’

），概 して，見る側が 圧 倒的

に有利 で あり，見ら れ る 側は
一

方的に 見る 側 に 評価され る不 利

な立 場 と さ れ て い る。こ の 権力 関係 の 図 式 は様 々 な社 会 的場 面

に通 じて お り，日常的な現実空 閾に居合わせ る 者同士 に も適用

可 能で ある 。
ゴ フ マ ン も，公 共空 間の 中で の 振 る舞 い に お い て ，

な に か の 行 為 を行 う側 とそ れ を観 察す る 側 に分 けた 場合，観 察

す る 側が優位で あ る傾 向 に あ る と 述べ る
〔111。公共 の 場 で は 行

為者の 選択 の 余 地が 限 られ て い る ため、観察 者 の 推察は 大 き く

は外 れ ない か らだ。しか し，ケータイの デ ィ ス プ レ イ を見 る 行

為が 持つ 2 重 の 秘 匿性 は，そ の 推 察 を困 難 にす る。こ の 秘 匿

性 は 「見る 一見 られ る者 同士 に発す る権 力 関係 」に対 す る防衛

策 に転 用 可能 で あ る。ケータイが 時 と場所 を間 わ ず，着信 者 の

都 合 を配 慮 せ ず，暴 力性 の あ る メ デ ィ ア
匚19］

と して，着信 者の

行 動 を制 約す る
．
凵」
．
能性 が あ る故 に，ケ

ー
タ イ を使用す る被観察

者 は，他 人 に 自 らを 伺 わ せ る こ と な く振 る舞う 「自由」 を手に

入れ て い る の で は な い だ ろ うか。

　 こ の よ うな 2重の 秘匿性を盾に とっ て，ケ
ー

タ イを持つ 者は

さ りげ な くケ
ー

タ イ の デ ィ ス プ レ イ を見 る こ とが で きる。デ ィ

ス プ レ イ を 見 る行為自体は あ けすけ だが ，そ の 内容 もリ ア ル タ

イム で 操作す る必 然性 も周囲に 探 らせ ない 。3章の 共在状 態 B，

C，D ，　 E の 例 が 示 す よ うに，ア ン ケ
ー

ト 回 答者 達 は ケ
ー

タ イ

の デ ィ ス プ レ イ を見 る とい う行 為 そ の もの を，周 囲の 環境 に 照

ら して 利 用 する場 合が あ り，さらに周 囲 に様 々 な ア ピール をす

る場 合 もあ る 。 こ れ らの 結 果 と考 察 か ら，現代 の 私 た ち はケ
ー

タ イの デ ィ ス プ レ イ を 見 る と い う行為 を，新 しい 身体言語，新

しい 非言 語 コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン とし て理 解 して い く必要が ある

だ ろ う。 ほ とん どの 人が ケ
ー

タ イ を持 ち歩 き，家庭 内 に さえ浸

透 し て きて い る現 在，人 々 は 新 しい 文化 を築 きつ つ あ る の で は

ない だろ うか。人 々 が交 わす新 しい コ ミ ュ ＝ ケーシ ョ ン の 様 態

の 理 解 に 向け て，注意 深 く取 り組 ん で行 くべ きで ある と 考 え る。

注

（1）「メ ール 」 は ケ
ー

タ イ を用 い た電子メ ール を指す。以1峰同様。

（2）「コ ン テ ン ツ 」 とい う表記は文献の 原 文通 りで あ る 。文献の 調査

　時期 （2004年 12月〜　2005年 3月 ）を勘案す る と Web ペ ー
ジ，ゲー

　ム な どが 主 な利 用 内容で ある と推測で きる 。以 降，本稿で は 「コ

　 ン テ ン ッ 」 は WVeb ペ ージ ，ゲ
ーム など を指す。

（3＞「携帯電話」 とい う表記は 調査報告の 原 文の ま まで ある 。

（4）顔 は 見た こ とが あ るが，挨拶 した こ と も話 した こ と もな い 他 人

　 の こ とを指 す、，

（5）ゴ フ マ ン は人 々 が為す相互 作用 を 「焦点 の 定 まらない 相互作用」

　 （た また ま居合わ せ た 者同士がお互 い の 身体が発す る情報収集 を行

　 い なが ら も，特 定 の 協 同 的行 為 を と りお こ な わ な い 状 況 にあ る際

　 の や りと りの こ と，例 え ばせ きば らい ，盗み 見 無 言 で ある こ と，

な ど） と 「焦点の 定 ま っ た相互 作用 」 （人 々 が 近接 して い て、互 い

に合図 を交わ しな が ら注意 を単
一の 焦点 に維持 し よ うとは っ き り

と協力 し合 う場合 のや りとりの こ と．例 えば 会話 を行 うこ と、ゲー

ム ，チ
ーム プ レ ー

を行 うこ とな ど） の 2 つ に 区別 した。さ ら に た

また ま居 合わ せ た 者同 士が 「焦点の 定ま ら ない 相互作用 」か ら 「焦

点の 定 ま っ た 相互作 用」へ 移行 して 行 うや りと りを 「対 面 約 か か

わ り」あ るい は 「出会い 」と呼ぶ。ゴ フ マ ン は，人々 が 出会い を

求め て お り，ま た そ れ を受け 入 れ る必要性が ある
一方で，出会い

に は 用 心深 くある 必要 もあ り，居合 わせ た者 と の 接触 を避 けるべ

き努力が 口常で 多 く行 わ れ て い る こ とを指 摘 して い る。（参 考文 献

［11］）
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