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1. はじめに 
本稿の目的は「怒り」感情の表出を例に、打ち言葉における感情表現の性質を明らかにすることである。 
西村・黒田（2018）では、話し言葉における笑いを整理・分析した早川（2000）と比較し、打ち言葉に
おける笑いの特徴づけを行なった。そして打ち言葉においては、媒体の性質によって観察される笑いの種類
が異なること（指摘 a）、打ち言葉の感情表現は、用途面には話し言葉と共通の性質が見られ、文法面では書
き言葉特有の特徴が見られることを指摘した（指摘b）。 
西村・黒田の研究は打ち言葉の実態の一端を明らかにしている点で有意義であるが、データが限られて
おり、指摘の妥当性は検討課題として残る。さらに、これらの指摘が怒りや悲しみなどの他の感情表現に
も敷衍できるかは検討に値する。したがって本稿では、怒り表現に着目し、かつ、量・質ともにまとまった
量の投稿を扱うことで西村・黒田の研究を発展させることを目的とする。手法としては、Twitter API を用
いて収集したデータを（i）当該ツイートが会話文脈かどうか（ii）怒りの対象が第三者かどうかという2つ
の軸で整理した上で個々の用例を分析することで、打ち言葉の感情表現をより詳しく特徴づけることを試
みる。 
本稿の構成は以下の通りである。まずは2節で、話し言葉の笑いを整理・分析した早川の研究を踏まえつ
つ西村・黒田の指摘を整理し、残された課題を確認する。続く3節では、前半では量的側面、後半では質的
側面から怒り表現を分析し、特徴づけを行う。この結果を踏まえて 4節では西村・黒田の指摘 a・bを再考
し、最後に5節では本稿の議論をまとめる。 
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2. 先行研究 
2.1 早川（2000） 
早川（2000）は笑いを相互行為の一種と位置づけ、「対人関係の調整を目的とした笑い」を分類している。
具体的には、対人配慮の笑いを（A）「仲間づくり」の笑い（談話促進）、（B）「バランスをとるため」の笑い
（緊張緩和）、（C）「覆い隠すため」の笑い（会話継続）の3つに分け、それぞれの笑いのトピックが自己／
相手／両者のどれに関係するかという観点で整理を試みている。早川の研究は、実例をもとに対人配慮の笑
いを分かりやすく特徴づけている点で有意義である。しかし、書き言葉（⊃打ち言葉）の笑いにおいてそれ
ぞれがどのように表出されるのかは分析の射程外であり、西村・黒田（2018）はこの課題意識から行われた
ものと位置付けられる。 
 
2.2 西村・黒田（2018） 
西村・黒田（2018）ではインターネットスラングに見られる笑い表現を採集し、早川（2000）と対比さ
せて特徴づけを行った。その結果、談話促進の笑いは2ちゃんねる 1のスレッドタイトルにおいて話題を提
示するために多く用いられること、緊張緩和の笑いはLINEにおいてよく用いられること（「お疲れ様です！
笑」のように、あいさつ文にまで笑いを添える例が観察されたこと）、会話継続の笑いは採集できなかった
ことを報告し、これらの傾向を各媒体の性質の違いによるものと結論づけた（指摘 a）。つまり、2ちゃんね
るは特定のテーマに関して匿名でやり取りをする場であり、テーマをもとに参加者を呼び込む必要がある
ため、早川の分類における（A）の笑いが頻出する一方で、LINEは顔見知りとの会話が主目的であり、積極
的に衝突を回避する方略が求められるため（B）の笑いが頻出するのではないか、両者に共通して（C）が見
られなかったのは、非同期的なコミュニケーションである CMC（Computer-mediated Communication）
では会話からの離脱や無視、あるいは反応を待つといった代替的な方略をとりやすく、無理に会話を継続
する必要がないためではないかと分析した。 
ならびに西村・黒田では打ち言葉の笑いについて、用途面では話し言葉との共通性が見られる一方で、文
法面については書き言葉特有の特徴が見られると指摘した（指摘b）。具体的には、「笑ったわ 笑」（ユーモ
ラスな状況に対する笑い＋対人配慮の笑い）のように、機能が異なる笑いが同時に産出されている点や、
すべての用例において笑い表現は文末に付加されている点などを指摘した上で、これは間主観性を示す表現
が文の周辺部（左端、右端）に出現しやすいと指摘したTraugott（2003、2012）の見解と一致するとした。 
 
2.3 先行研究の課題と本研究のねらい 
西村・黒田の研究は、感情を相手に伝えるにあたり、かならず意識的に言語表現を産出する必要があ
る打ち言葉の特徴の一端を明らかにしている点に意義がある。しかしながら対象は「笑い」に限られており、
データの種類／量も限定的な規模にとどまっている。 
そこで本研究では「怒り」を対象に記述・分析を行うことで、西村・黒田の指摘 a・b が他の感情表現に
も敷衍できるかどうかについて検討する。また、その過程においてはTwitter API を用いてまとまった量の
データを採集し、かつ、個別の事例分析も行うことで、打ち言葉の感情表現についてより精緻に分析するこ
とを試みる。 
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3. 分析
3.1 量的アプローチ
データの採取においては Twitter API を用い、対人配慮の笑いを添える／添えない怒りの表現を対象に
3スクロール分 2の投稿を採集した。それぞれの表現パターンを表1に示す。

表1 怒りの表現パターン
対人配慮あり ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������ワロタ｜ワロタ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������｜����������������������������������������������������������������������������������������������������������������笑｜笑����������������������������������������������������������������������������������������������������������������｜����������������������������������������������������������������������������������������������������������������w｜w�w����������������������������������������������������������������������������������������������������������������｜�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������www｜www�w���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

対人配慮なし ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������｜���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������｜����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������｜�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������｜����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������｜������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

次に採集したデータを（i）当該ツイートが会話文脈かどうか 3（ii）怒りの対象が第三者かどうか 4という
2つの軸で整理した。
なお、これらの基準を設けたのはTwitter という SNSの性質を考慮したためである。一般に、2ちゃんね
るでは匿名で、特定のテーマを中心としたやりとりが行われる。他方、LINEでは実名で、特定のテーマを
設定しない雑談が行われる。そして Twitter はこれら 2 つの性質を併せ持つ。つまり、政治的なトピック
に関しては2ちゃんねる的な使い方をしつつ、友達の投稿に対してはLINE的な私信を送るといった使い方
が可能である。ここで西村・黒田の報告を踏まえると、同じTwitter という「場」であっても、当該投稿が
どのような相手に向けられたもので、どのような話題を取り扱っているかによって感情表出の様相が異なる
ことが考えられる。したがって本研究では（i）（ii）の軸でデータを整理することで、Twitter における感情
表現の傾向をより正確に把握することを試みた。結果を表2に示す。

表 2 書き込み中のリプライの割合、および政治的ツイートの割合
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まず、対人配慮ありの場合に着目すると、対人配慮なしの場合と比較して、会話文脈の割合が明らかに高
いことが分かる。また、第三者への怒りの割合はかなり少ない。一方で、対人配慮なしの場合に着目すると、
独話／会話はほぼ同程度で、第三者への怒りの割合が高い。つまり、たとえ SNS であっても投稿が会話で
ある場合にはある程度の対人配慮が行われることが多く、時事問題などトピックに対する意見表明では対人
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配慮が行われづらい傾向が観察された。

3.2 質的アプローチ
続いて、データ中に出現した対人配慮を伴う怒りの表現を個別に分析する。なお、分析にあたってはまれ
に「������������������������������������������������������������������������������������������������������������������」が「暑さ」の表現として用いられる場合を考慮し、共起する語彙から明らかに「怒り」と判断でき
るものを目視で選定した。具体的には、「私、まだ怒ってます�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������笑」などである。以下にそれぞれの用例と
分析を示す。

3.2.1 ハッシュタグ、丸括弧
始めに見るのは、怒りの絵文字に対人配慮表現を添えるだけでなく、ハッシュタグや丸括弧を用いたメッ

セージを追記している例である。

（1） @mami__yuimar 誰とだ‼���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������笑
#嫉妬で怒り狂うフミフミ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� https://t.co/vL7q4NkJW6

（2） @Sen4chin うるせぇぞ！床ずれ野郎！�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������笑
(風邪はほんとにしっかり休んで治してください)

（1）では、メッセージの前半部末尾に置かれた「誰とだ‼�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������」という怒り表現を「笑」で緩和してい
る。さらに後半部ではハッシュタグを用いてメッセージを加え、末尾に「��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������」（舌を出した笑顔）を付加する
ことによって、茶化すような雰囲気を演出している。Twitter や Instagramにおいては、投稿した写真等に
ハッシュタグで説明を加えることが盛んに行われる。「説明を加える」という行為は、対象となる出来事を
俯瞰し、一定の距離を置くことによって成り立つ行為である。言い換えれば、対象と同じ次元にとどまっ
ていては「説明」は成立しえない。つまりここでは、ハッシュタグで説明を加えることによって当該メッ
セージを俯瞰で捉えていること、すなわち本気の怒りでないことを表していると考えられる。
これと似た現象が（2）にも観察される。（2）では怒りを「笑」で緩和し、丸括弧を使ってメッセージを
付け加えている。かつ、前半がやや乱暴な口調であるのに対し、後半部は丁寧語で、メッセージの内容も前
半とは異なり相手を気遣う内容となっている。前後の文脈がはっきりしないため断定することはできないが、
おそらくは「笑」での緩和だけでは配慮が足りないと感じたのではないだろうか。（1）（2）はそれぞれの方
略こそ異なるものの、何重にも対人配慮表現を重ねている点で慎重なメッセージであると分析できる。

3.2.2 セルフツッコミを表す「←」（左向きの矢印）
次に見るのは、「セルフツッコミ」と呼ばれる事例である。セルフツッコミとはその名の通り、自らの発
言に自ら（セルフで）ツッコミを入れることであり、打ち言葉においては「←」（左向きの矢印）がセルフ
ツッコミ表現として用いられる。なお、「ツッコミ」という言葉からもわかる通り、セルフツッコミの対象
となる発言は典型的には「ボケ」的な、何らかのリアクションを要求する内容である（例：「Suica の残高 7
円しかないねんけど←」に対して「ギリギリすぎやろ！」など（筆者作例））。しかし最近では用法に拡張が
生じ、単に俯瞰的な視点を表現していることも多い。以下に挙げる（3）はその一例である。

（3） @_sayaka_room_ 報酬額も個別にご連絡致しますだってww�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������w ←
なめられてるなと思ったね																																																																																																																																																																																																																																	���������������������������������������������������������������������������������������
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（3）は、業務に対する報酬額が明示されず「個別にご連絡」と濁されたことを、侮られているように感
じたという投稿である。ここで注目したいのは、前半部の末尾に付加された「wwwwwwwwwww�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������wwwwwwww ←」である。当該投稿は
会話であることから、「w�w����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������」のように、対人配慮の笑いを添えられた怒りが付加されているのは自然である。
しかしこの投稿では、さらに「←」を付加することで俯瞰的な視点を表現している。その意味では、前節で
見た俯瞰用法とは形式的に異なっているものの、機能的に似通った例であると考えられる。

3.2.3 絵文字の連続使用
次に見るのは、過剰なほどに絵文字を重ねることでコミカルな雰囲気を演出している事例である。

（4） @mumeikiddyu2 すごい！！！てか何青春してんだ羨ま�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������笑

（5） とうとい！！！！むり好き、なんだよは？は？は、は？は？やばい
尊すぎて激怒������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

（6） さすがのぼくもおこサンチョ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������だぞ

ここで着目したいのは、絵文字の連続使用というストラテジーは同じでも、当該書き込みが会話文脈であ
るかどうかによって対人配慮の有無が異なる点である。
まず、（4）は会話文脈であり、「羨ましい」という趣旨のメッセージに「�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������」を重ねた上で「笑」で緩和し
ている。内容から本気の怒りでないことは明らかだが、絵文字の連続使用でコミカルな雰囲気を演出した上
で「笑」を付加することで、慎重なコミュニケーションを図っていると分析できる。
一方の（5）は、（4）と同じくポジティブな感情（���「好き」「尊い」）を表していることから、絵文字
が本気の怒りを表していないことは明らかである。しかし（4）と異なり、「笑」などの対人配慮表現は添え
られていない。この差は、（4）が会話、（5）が独話であることに起因するのではないかと思われる。
その上で（6）は、両者の中間的な事例であると考えられる。当該書き込みは、特定の相手へのメッセー
ジではない点を考慮すると独話ではあるが、他の利用者からも閲覧できる点で、通常の（密室で1人で発話
するようなケースでの）独話とは異なる。そのうっすらとした配慮が「おこサンチョ」というコミカルな表
現や、怒りの絵文字に付加された「だぞ」という語尾に現れている可能性がある。かつ、怒りの絵文字も �

種類を織り交ぜて利用していることから、これも表現をコミカルにすることによって衝撃の緩和をはかる
方略と考えられる。

3.2.4 方言
続いて示すのは、メッセージの後半部で方言を使用する（意図的にコードスイッチングする）ことにより、
怒りの緩和を狙っている事例である。

（7） 運転中よく運転席からタバコの灰をペペッて捨てるおじさん（おじいさん）よく見かけるけど
全然かっこよくねぇから。
ついでに窓から吸い殻捨てたらマジ腹立つ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

おめんどが環境破壊してどうすんずよ！大概にさなが！
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（方言で毒を吐く）
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内容を見る限り、（7）は「おじさん（おじいさん）」への本気の怒りであると解釈できる。実際に、前半
部の末尾にあたる「マジ腹立つ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������」には対人配慮表現が添えられていない。しかし（7）の全体を見てみ
ると、前半部と後半部に空行を挟み、後半部では方言を使った上で、3.2.1 節に見られた丸括弧のストラテ
ジーも併用している。つまり、後半部全体で前半部の衝撃を緩和していると分析できる。

3.2.5 インターネットスラング
以下に示すのは、インターネットスラングを併用することでコミカルな雰囲気を演出している例である。

（8） @LA_ACE01 にやにやwww
そう！ぷんぷんまるです��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������笑

（9） オリンピックやるならカラオケも開けろよ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������笑
おこ！おこ！！

（8）ではインターネットスラングの一種「激おこぷんぷん丸」5の省略形を使用した上で、怒りの絵文字
に「笑」を添えている。書き込みは会話文脈であり、スラングの使用を除けばここまでで分析してきた事例
とよく似ている。一方の（9）は、カラオケ店の休業に対する怒り（第三者への怒り）であり、独話でもあ
ることから、ここまでのパターンを踏まえると対人配慮表現を添える必要はない。ところがここでは「笑」
で緩和した上で、メッセージの後半部ではインターネットスラングを使い、茶化すような表現をしている。
（投稿者の好みである可能性を除くと、）これはどのように分析できるだろうか。
（9）を分析するには、カラオケ店が休業していた背景に目を向ける必要がある。この書き込みが行われ
た 2021 年 7 月 25 日においては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的とした緊急事態宣言が発
出され、それに伴う外出自粛のため、カラオケ店をはじめとした各種店舗は一部休業を余儀なくされた。し
かし同時期には東京オリンピック（2021 年 7 月 23 日～8 月 8 日）が開催され、緊急事態宣言との整合性
が議論の対象となっていた。そのためこの時期のTwitter では、賛否どちらの意見表明であっても激しい議
論につながるリスクがあった。つまり、通常であればよく知った仲間しか閲覧しないような個人のアカウン
トであっても、キーワード検索などによって投稿が第三者の目に触れ、バッシングを浴びる可能性があっ
たわけである。この背景を踏まえると、（9）が複数のストラテジーを用いて緊張を緩和しているのは「世
間」や「Twitter ユーザー」程度の漠然とした閲覧者集団への配慮と分析できるだろう。
さらに（9）の構造は、前節で見た方言の例とよく似ている。つまり、意図的なコードスイッチングによ
り前半部の緊張を後半部で和らげていると分析できる。

3.2.6 ハートマーク
最後に見るのは、怒り表現にハートマークを添える用例である。本研究の分析対象は「����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������笑」のように、
怒りの絵文字に笑い表現を添える用例であるが、実際に SNS上での書き込みを観察していると、「��������������������������������������������������������������������������������������������������������������笑」と
同じような文脈で「���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 」が用いられるケースも少なくない。以下に具体例を示す。

（10）病院での暗黙ルールや厳しい規則をちょっと怒りながら喋ってます���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

（11）@a___727 72 さんの事が好きだからですけど！？�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(謎ギレ)

（10）を投稿したユーザーは普段、看護師の業務内容について動画で紹介している。それを踏まえると、
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投稿の末尾に付加された「�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������」は「怒りながら喋って」いる様子を表しており、「�����������������������������������������������������������������������」は対人配慮（この場合
は動画の視聴者へ向けた配慮）を表していると分析できる。同様に（11）では、「好き」な気持ちが昂って
いる様子を「���������������������������������������������������������������������������������������������������������������」で表しつつ、「���������������������������������������������������������������������」で緩和している。かつ、3.2.1 節と同様、丸括弧で感情を俯瞰している。
これら（10）（11）の「���������������������������������������������������������������������」の使い方は「笑」に類似しており、ハートマークの持つ「愛情」という意味は
保持しながらも、緊張を緩和する役割も兼ねていることが分かる。

4. 考察
3 節での分析を踏まえると、打ち言葉の「怒り」は以下のように特徴づけられる。
まず、媒体の性質ごとに感情表出のストラテジーが異なるとした指摘 aについては、媒体というよりも参
加者同士の関係、およびコミュニケーションの目的によって用いられる感情表現が異なることが示された。
すなわち、媒体は同じ「Twitter」であっても、会話の文脈では怒り表現に対人配慮が添えられることが多
いが、第三者への怒りでは対人配慮が添えられづらい傾向が量／質の両方で示された。ただしその上で、用
いられる表現のバリエーションは媒体、およびユーザーの好みによって異なると考えられる。たとえばLINE
ではスタンプを用いた感情表現も盛んであるが、Twitter では本文中にスタンプを挿入することはできない。
また、2ちゃんねるでは絵文字の使用があまり好まれず、アイロニー的な意味合いでしか用いられないのに
対し、Twitter では絵文字の使用が盛んであるといったように、媒体の特性によって当該表現が利用可能か
どうか、好まれるかどうかが異なる。かつ、同じ「感情を俯瞰する」目的であってもハッシュタグ／丸括弧
／セルフツッコミの矢印とバリエーションは多岐に渡り、「コードスイッチング」のバリエーションも方言
／ネットスラングなどが観察された。これらバリエーションのうちどれを選択するかはユーザーの好み（そ
のほかトレンドや、普段交流している友人関係からの影響など）によるところが大きいのではないかと考え
られる。
次に、用途面は話し言葉と共通するが、文法面は書き言葉と共通するとした指摘bについて検討する。ま
ず用途面については、ポジティブな感情である笑いと、ネガティブな感情である怒りでは表出の仕方に差が
見られた。すなわち怒りの表出においては、緊張を緩和する方略を何重にも用い、衝突を回避しようとする
傾向が見られた。これはCMCならではの、非同期コミュニケーションの性質（目の前に相手が存在してお
らず即時的な訂正や緊張緩和ができない性質）に由来すると考えられる。次に文法面については、笑いと同
様、絵文字がメッセージの末尾に付加されていた。かつ、感情を俯瞰したり、コードスイッチングによって
雰囲気を緩和したりする表現はメッセージの後半に付加されていた。中には（7）のように空行を挟み、話
題の切り替えを視覚的に表現している事例もあった。これらは西村・黒田の報告した事例と同様、間主観性
を表す表現は文の周辺部（左端、右端）に出現しやすいとした Traugott （2003、2012）の見解に一致す
る。
以上をまとめると、CMC 上での感情表現は話し言葉における感情表現と共通する面も大きいが、表現面
においては非同期コミュニケーションならではのリスクを回避しようとする方略が独自の発展を遂げてい
ると言える。

5. 結論
本稿ではTwitter 上の投稿を対象に、怒り表現を通して打ち言葉における感情表現の性質を論じた。その
結果、感情表現の様相を左右するのは、媒体の性質というよりもむしろ参加者同士の関係、およびコミュニ
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ケーションの目的である可能性が示された。かつ、ネガティブな感情である怒りの表出においては、非同期
コミュニケーションならではのリスクを回避するため、何重にも緊張を緩和するストラテジーを用いるケー
スが少なくないことがわかった。こうした配慮は規範とまでは言えないものの、一定の慣習のレベルには達
していると考えられる。こうした事例は本研究で新規に発見されたところとなり、西村・黒田の研究を補完
する結果となった。 
ただし、打ち言葉における表現の流行は変化が激しく（cf. 青柳・川合 2019、鈴木 2020）、3.2.6 節で
見たハートマークの事例のように、現在進行形で用途が変化している事例もある。現在はごく曖昧な慣習レ
ベルにとどまっているが、CMC がより一般的になるにつれ、規範のレベルにまで達する可能性もゼロでは
ない。今後は通時的変化なども観察しつつ、打ち言葉の性質をよりくわしく明らかにしていきたい。 
 

注 
（1）「2ちゃんねる」は管理権限の移行に伴い、「5ちゃんねる」と名称変更された。ここでは西村・黒田（2018）
を踏襲し、「2ちゃんねる」の呼称のままとしている。 

（2）Twitter の仕様上、件数を指定したデータの取得はできないため、「スクロール」を単位として3スクロール
分データの取得を行なった。 

（3）会話文脈かどうかは、当該ツイートがリプライ（返信）かどうかによって判別した。（Twitter ではリプライ
の場合、先頭に「@ユーザー名」が付加される。） 

（4）怒りの対象については、政治や時事問題に関するツイートかどうかを判断基準とした。判別は目視で行なっ
た。 

（5）激怒している状態を表すインターネットスラング。「おこ」の派生形（強調）と言われる。 
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