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補 論  C OVI D -1 9パ ン デ ミ ッ ク を 平 和 学 す る ！  

 

 横 山  正 樹  

 

 

 

 

は じ め に  

 

 本 書 「 あ と が き 」 で 紹 介 し た ツ イ ー ト 「 イ タ リ ア で は 人 が 減 っ た 事 で 水 が 透

明 に な っ て 魚 や 白 鳥 が 戻 り 、中 国 で は 空 気 汚 染 が 緩 和 さ れ て 、『 コ ロ ナ が ワ ク チ

ン で 我 々 が ウ ィ ル ス（ マ マ ）だ っ た の で は ？ 』て コ メ ン ト が あ っ た … 」【 ＊ １ 】。

こ れ は む ろ ん 地 球 か ら 見 て 、と い う こ と だ 。こ れ は 2 020年 3月 に 一 部 の ネ ッ ト 空

間 で 話 題 に な っ て い た 。  

 「 人 間 中 心 主 義 か ら い い 加 減 に 目 覚 め な さ い 」 … こ れ が CO VID -19（ 新 型 コ ロ

ナ ウ イ ル ス 感 染 症 ）パ ン デ ミ ッ ク の 衝 撃 か ら 私 た ち が 学 ぶ べ き 教 訓 で は な い か 。 

 顧 み れ ば 、 平 和 学 、 そ し て 筆 者 た ち が 共 同 で 研 究 を 進 め て き た 環 境 平 和 学 で

あ っ て も 、 や は り 人 間 中 心 だ っ た 。 平 和 は あ く ま で も 人 間 た ち の 平 和 で あ り 、

地 球 生 態 系 の 平 和 は 人 間 に と っ て の「 環 境 問 題 」だ っ た 。環 境 と い う 表 現 自 体 、

人 間 中 心 主 義 を 表 す と の 指 摘 も あ る 【 ＊ ２ 】。  

 プ ラ ネ ッ ト ・ ア ー ス 、 地 球 と い う 惑 星 の 平 和 の 構 想 が 、 い ま こ そ 必 要 と な っ

た 。 平 和 を 関 係 性 と と ら え る な ら 、 人 間 社 会 内 で 完 結 は し な い 。 人 間 活 動 が 、

動 植 物 と 非 生 物 を 含 む 地 球 の 変 化 の 主 因 と な っ た 地 質 年 代 、 つ ま り 人 新 世 （ ア

ン ト ロ ポ セ ン ） の 平 和 学 が 必 要 に な っ た 所 以 （ ゆ え ん ） だ 。 こ れ は 本 書 で 提 唱

し て き た 環 境 平 和 学・サ ブ シ ス テ ン ス 志 向 の 平 和 学 と 大 き く 重 な り 合 っ て い る 。 

 本 書 は 2 019年 に 着 想 さ れ 、 原 稿 の 執 筆 が 進 め ら れ て 、 完 成 の 間 際 に COV ID -1 9

の 世 界 的 蔓 延 （ パ ン デ ミ ッ ク ） に 見 舞 わ れ た 。 い く つ か の 章 で 感 染 症 問 題 に 言

及 し て は い る が 、 平 和 学 と し て の 議 論 が 展 開 さ れ て い た と は 到 底 い え な い 。 そ

こ で パ ン デ ミ ッ ク に か ん す る 現 時 点 の 補 論 と し て 、 こ の 文 章 を 法 律 文 化 社 「 教
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科 書 関 連 情 報 」 に 設 け た ウ ェ ブ サ イ ト に 収 め る こ と と な っ た 。 と い っ て も 、 現

段 階 で パ ン デ ミ ッ ク は ま だ 収 束 に ほ ど 遠 く 、 全 体 像 は 不 明 な ま ま の 、 こ れ は 一

試 論 に す ぎ な い 。  

 な お 、執 筆 者 の ほ と ん ど が 研 究 活 動 の 軸 と し て き た 日 本 平 和 学 会 は 、「 コ ロ ナ

危 機 に 立 ち 向 か う 」を 大 会 テ ー マ に 掲 げ て 、20 20年 度 春 季 研 究 大 会 を 5月 末 に オ

ン ラ イ ン で 開 催 し た 。 平 和 学 に お い て も 今 後 い っ そ う 多 く の 研 究 が 発 表 さ れ 、

論 点 が 深 め ら れ て い く に 違 い な い 。  

 こ こ で は 本 書 の 内 容 と か か わ り な が ら 、 ま ず パ ン デ ミ ッ ク に か ん す る 暴 力 に

つ い て 取 り 上 げ る 。関 連 し て 、つ ぎ に 地 球 生 態 系 に お け る 共 存・共 生 の あ り 方 、

お よ び 人 間 社 会 に お け る 承 認 格 差 と 競 争 の 暴 力 の と ら え 方 を 示 し 、 サ ブ シ ス テ

ン ス 志 向 の 平 和 的 関 係 性 を め ざ し た 問 題 提 起 と し て お き た い 。  

 

１  パ ン デ ミ ッ ク に お け る 暴 力 の 所 在  

 ま ず 、 パ ン デ ミ ッ ク に 関 し て 、 ど こ に 暴 力 が あ る の か を 考 え て み よ う 。  

 

(1)   パ ン デ ミ ッ ク は 暴 力 か ？  

 感 染 症 自 体 は 私 た ち が 人 類 と し て 出 現 す る 以 前 か ら ず っ と 地 球 上 に 存 在 し 、

ゆ え に 人 類 は 最 初 か ら 病 原 菌 や ウ イ ル ス と 共 存 ・ 共 生 し て き た 。 そ の 意 味 で 、

感 染 症 に 収 束（ 混 乱 の 収 拾 ）と い う 想 定 は 可 能 で も 終 息（ 根 絶 ）は な く 、「 ポ ス

ト コ ロ ナ 」 な ど あ り え な い の だ 。  

 侵 略 ・ 植 民 地 化 に と も な う 感 染 症 蔓 延 が 一 因 で 絶 滅 し た 先 住 民 族 な ど の 集 団

は い く つ も 知 ら れ て い る 。 他 方 、 人 間 が 根 絶 で き た 病 原 菌 や ウ イ ル ス は ほ と ん

ど な い 。例 外 は 19 80年 に WH Oが 根 絶 を 宣 言 し た 天 然 痘 だ が 、こ れ に は 明 確 な 症 状

や 有 効 な ワ ク チ ン な ど の 特 殊 な 条 件 が あ っ た 。 む し ろ 人 類 は 多 く の 病 原 菌 や ウ

イ ル ス と 共 存 し て き た と い う の が 現 実 だ 。ま さ に 本 書 46頁 の 図 4-1「 サ ブ シ ス テ

ン ス 構 成 模 式 図 」 に お け る 右 半 分 、 つ ま り 「 Ｐ （ 身 体 ・ 内 的 自 然 ） ＋ Ｎ （ 自 然

環 境 ）、 自 然 生 態 系 （ エ コ ロ ジ ー ）・ 生 老 病 死 」 に 感 染 症 も 含 ま れ て い る の だ 。  

 ウ イ ル ス は 自 己 増 殖 が で き ず に 生 物 と は い え な い が 、 生 物 の 細 胞 に 入 り 込 ん

で 活 性 を 保 ち 増 殖 す る し 変 異 も す る 。 共 存 ・ 共 生 と い う の は 寄 生 者 と 宿 主 の 関
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係 で あ っ て 、 も し 宿 主 が 全 滅 し て し ま え ば 寄 生 者 も 滅 び る 。 よ っ て 両 者 は バ ラ

ン ス （ 動 的 平 衡 の 関 係 ） の 中 で 生 き 続 け る 。 巧 妙 な 生 存 戦 略 を 採 る ウ イ ル ス と

同 じ く 、 人 類 の 側 に も 、 共 存 ・ 共 生 へ の 知 恵 と 手 段 が 必 須 だ し 、 近 年 、 ガ ン 治

療 な ど へ の ウ イ ル ス の 利 用 価 値 さ え も 認 め ら れ る よ う に な っ て き た 【 ＊ ３ 】。  

 だ か ら 朝 日 新 聞 が 20 20年 5月 6日 の 「 社 説 」 で 喚 起 し た よ う に 、 米 ・ 中 ・ 仏 の

首 脳 ら が C OVI D - 19対 応 を 「 戦 争 」 に 例 え た こ と は 不 適 切 だ っ た 。 ま た 本 書 「 は

し が き 」 で 言 及 し た よ う に 、 火 事 場 泥 棒 的 な 「 シ ョ ッ ク ・ ド ク ト リ ン 」 や 政 治

的 求 心 力 を め ざ す 利 用 は 論 外 だ 。  

 ウ イ ル ス と の 共 存・共 生 へ む け た 人 間 社 会 側 の 知 恵 と 手 段（ 上 記 ）と は 何 か 。

そ れ は 被 害 の 最 小 限 化 を め ざ す 感 染 症 対 策 で 、「 サ ブ シ ス テ ン ス 構 成 模 式 図 」の

左 半 分 、「 Ｃ（ 共 同 体 ）＋ Ｓ（ 社 会 環 境 ）、人 類 の 共 同 性 ・ 暴 力（ 社 会 苦 ）」の 分

野 に な る 。 被 害 最 小 化 の た め に は 、 最 も 被 害 を 受 け や す い 人 び と の 救 命 ・ 救 援

を 最 優 先 に し な け れ ば な ら な い 。 そ れ は 疾 病 や 障 害 な ど で 医 療 ・ 看 護 ・ 介 護 を

必 要 と す る 者 、 野 宿 や 日 雇 い を 含 む 非 正 規 労 働 者 、 零 細 自 営 業 者 、 単 親 世 帯 、

非 認 定 を 含 む 難 民 ・ 外 国 人 等 、 DV被 害 者 や 多 様 な 依 存 症 者 （ 酒 ・ ギ ャ ン ブ ル ・

ゲ ー ム ほ か ）、性 的 マ イ ノ リ テ ィ や 世 界 中 の 先 住 民 族 な ど の こ と 。そ の 多 く は 権

力 格 差 ・ 経 済 格 差 ・ 偏 見 や 差 別 と い っ た 構 造 的 暴 力 の 被 害 者 と も 重 な る 。 SD Gs

（ 国 連 の 持 続 可 能 な 開 発 目 標 ）に も 掲 げ ら れ た「 誰 ひ と り と し て 取 り 残 さ な い 」

と い う 理 念 の 実 践 が 必 須 だ 。  

 す る と パ ン デ ミ ッ ク の 暴 力 は 感 染 症 そ の も の に で は な く 、 対 策 の あ り 方 に 存

在 す る こ と が 明 ら か だ 。  

 

(2)   被 害 の 最 小 化 を 阻 む 構 造 的 暴 力  

 各 国 で 都 市 封 鎖 を 意 味 す る ロ ッ ク ダ ウ ン が 実 施 さ れ た 。 日 本 で も 政 府 が 20 20

年 3月 2日 か ら 全 国 の 小 中 高 校 や 特 別 支 援 学 校 を 臨 時 休 校 に す る よ う 要 請 し 、 ま

た 4月 7日 に 7都 府 県 の 緊 急 事 態 宣 言 を 発 表 、 補 償 措 置 は ま っ た く 不 十 分 な ま ま

に 、休 業 要 請・外 出 自 粛 な ど を 該 当 地 域 の 国 民 に 求 め た 。同 宣 言 は 4月 1 6日 全 都

道 府 県 に 拡 大 さ れ 、 実 施 期 間 は 当 初 の 5月 6日 ま で か ら 、 そ の 後 、 同 月 25日 ま で

に 延 長 さ れ た 。  
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 こ れ ら の 政 策 は 世 界 各 国 の 人 び と に と っ て 人 権 の 核 に あ る 移 動 の 権 利 へ の 制

限 で あ り 、 毎 日 の 生 存 維 持 活 動 、 労 働 ・ 通 学 ・ 交 流 な ど 社 会 活 動 全 般 に 大 き な

影 響 を 及 ぼ し た 。ま さ に 数 十 億 人 の 潜 在 的 実 現 可 能 性 へ の 大 規 模 な 侵 害 だ っ た 。

し か も 各 国 政 府 に よ る 政 策 決 定 が 、 十 分 な 根 拠 お よ び 国 民 の 同 意 に 基 づ い て い

た の か 明 確 で は な く 、 今 後 じ っ く り 検 証 さ れ る 必 要 が あ る 。 休 校 や 休 業 要 請 ・

外 出 自 粛 の 有 効 性 に は す で に 異 議 も 提 出 さ れ て い る 。 た と え ば 日 本 で は 感 染 の

ピ ー ク が 緊 急 事 態 宣 言 が 出 さ れ る 前 の 3月 28日 だ っ た と 推 定 さ れ 、 時 期 の 遅 れ

た 緊 急 事 態 宣 言 も 営 業 の 自 粛 も 効 果 が な か っ た と の 見 解 が 示 さ れ て い る 。 だ と

す れ ば 、 こ れ ら は 政 策 決 定 へ の 条 件 や 政 策 意 図 が 十 分 に 開 示 さ れ る こ と な く 人

び と の 権 利 を 大 幅 に 制 約 し た 暴 力 と 考 え ら れ る 。  

 暴 力 の 被 害 者 は 誰 か 。ま ず は 世 界 中 の 多 く の 死 者 、重 症 者 な ど と そ の 近 親 者・

友 人 ・ 仲 間 た ち だ ろ う 。 さ ら に 東 日 本 大 震 災 （ 20 11年 ） 等 に お け る 災 害 関 連 死

の よ う に 、“ C OVI D - 1 9関 連 死 ”を 特 定 す る な ど 、被 害 の 全 容 を 把 握 す る 必 要 が あ

る 。 移 動 の 権 利 侵 害 や 、 娯 楽 を は じ め 多 く の 産 業 で 営 業 と 労 働 の 権 利 侵 害 が 各

国 で 引 き 起 こ さ れ た 。 経 済 的 利 益 が 失 わ れ た だ け で な く 、 絶 望 感 か ら 暴 力 事 件

や 自 殺 者 も 各 地 で 発 生 し た 。  

 も し 最 も 被 害 を 受 け や す い 人 た ち が 最 優 先 に ケ ア と 補 償 の 対 象 と さ れ て い れ

ば 、“ 関 連 死 ”を 含 め た そ の 数 は 最 小 限 化 さ れ た は ず だ 。現 状 の 被 害 が そ れ よ り

大 き け れ ば 、 そ こ に 暴 力 の 存 在 が 認 め ら れ る 。 病 死 者 の 多 く は 基 礎 疾 患 を 持 つ

者 や 高 齢 者 で あ り 、 さ ら に 米 国 、 ブ ラ ジ ル 等 で は 貧 困 層 や 人 種 マ イ ノ リ テ ィ ー

の 割 合 が 相 対 的 に 高 い こ と も 報 告 さ れ て い る 。 そ れ ぞ れ の 社 会 に す で に あ っ た

格 差 構 造 を 反 映 し て 弱 者 の 被 害 が 増 幅 さ れ た 構 造 的 暴 力 の 現 れ に ほ か な ら な い 。

ま た 感 染 者 や そ の 家 族 、 医 療 関 係 者 等 へ の 偏 見 と 差 別 が 各 国 で 問 題 化 し て い る

が 、 そ こ に も 社 会 の あ り 方 に 存 在 す る 構 造 的 暴 力 と そ れ に 基 づ く 直 接 的 暴 力 を

み る こ と が で き る 。  

 

２  サ ブ シ ス テ ン ス に お け る 平 和 な 関 係 性  

 CO VI D -1 9に ま つ わ る 多 様 な 問 題 の 解 決 に つ い て は 、す で に 多 く の 批 判・議 論・

政 策 が 提 起 さ れ て い る 。 た と え ば 国 や 各 自 治 体 が 進 め た 医 療 費 抑 制 が 医 療 の 脆
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弱 化 や 崩 壊 を 招 い た と い う 批 判 【 ＊ ４ 】 が あ る 。 こ こ で は 政 策 論 に 立 ち 入 る こ

と は 避 け 、 む し ろ 私 た ち の 考 え 方 の 枠 組 み を 洗 い 直 す 平 和 学 的 な 作 業 に 取 り 組

ん で み た い 。  

 い ま 私 た ち に 迫 ら れ て い る の は 、 開 発 ・ 成 長 を め ぐ る 際 限 の な い 競 争 を 見 直

す こ と で は な い か 。「 今 だ け 金 だ け 自 分 だ け 」の 自 己 利 益 追 求 で は な く 、ヒ ト ・

生 き 物 そ し て 無 生 物 を 含 ん だ 地 球 全 体 を 、 未 来 へ 向 け 、 と も に 共 存 相 手 と し て

受 け 入 れ る よ う な 関 係 の つ く り 直 し こ そ が 求 め ら れ て い る 。 そ れ が サ ブ シ ス テ

ン ス 志 向 (本 書 第 4章 )の 選 択 に つ な が っ て い く の だ 。  

 

(1)   地 球 生 態 系 全 体 へ の 権 利 主 体 の 拡 張  

 す べ て の 人 に 「 固 有 の 尊 厳 と 平 等 な 諸 権 利 」 を 認 め る 20世 紀 ま で の 人 権 思 想

は 、現 世 代 の み が 前 提 と さ れ 、世 代 間 倫 理 ま で 包 摂 し き れ な い 限 界 が あ っ た（ 本

書 第 1章 第 4節 ）。未 来 世 代 へ む け て サ ブ シ ス テ ン ス（ 生 存 基 盤 ）を 保 障 し て い く

に は 、 い ま や 地 球 生 態 系 全 体 を 考 慮 に ふ く め ね ば な ら な い 。  

 フ ラ ン ス の 哲 学 者 ミ シ ェ ル ・ セ ー ル は 著 書 『 自 然 契 約 』 で 、 人 間 と 自 然 の 間

の 契 約 締 結 を 提 唱 し た【 ＊ ５ 】。そ れ に は フ ラ ン ス 革 命 を 思 想 的 に 導 い た と さ れ

る ジ ャ ン ･ジ ャ ッ ク・ル ソ ー【 ＊ ６ 】の 説 く 社 会 契 約 が 念 頭 に お か れ て い た 。人

民 が 合 意 に よ り 政 府 を 設 立 す る 、 そ の と き の 契 約 主 体 は 人 間 が 想 定 さ れ て い た

が 、 さ ら に 人 間 と 自 然 と の 契 約 の 必 要 を セ ー ル は 唱 え た の だ っ た 。  

 し か し 自 然 と い う 、 人 間 以 外 の 存 在 が 契 約 を 結 ぶ よ う な 権 利 主 体 で あ り う る

の だ ろ う か 。  

 人 間 以 外 と の 契 約 と い え ば 思 い 起 こ さ れ る の は 、 モ ー ゼ の 十 戒 な ど 、 人 間 が

神 と 交 わ す 契 約 だ 。 ユ ダ ヤ 教 ・ キ リ ス ト 教 ・ イ ス ラ ム 教 文 明 に お い て 、 唯 一 神

と 人 間 と の 間 に 結 ば れ た と さ れ る 。 だ が セ ー ル の 自 然 契 約 に お け る 自 然 は 神 を

意 味 し て い る わ け で は な い 。  

 そ れ で は 、一 神 教 を 離 れ 、多 神 教 世 界 で は ど う か 。哲 学 者・梅 原 猛（ 1 925 -2 019

年 ）は「 ア ニ ミ ズ ム 再 考 」【 ＊ ７ 】に お い て 、ア ニ ミ ズ ム を「 動 物 あ る い は 植 物 、

あ る い は 無 機 物 に も 人 類 と 共 通 の 霊 が 存 在 し 、 そ の 霊 に よ っ て 、 全 て の 生 け る
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も の は 生 き る も の に な る と い う 思 想 … 人 間 ば か り か 動 植 物 、 あ る い は 自 然 そ の

も の を も 生 か す 原 理 」 と し て い る 。  

 八 百 万 （ や お よ ろ ず ） の 神 を 畏 敬 し つ つ 共 に 生 き た 私 た ち の 先 祖 た ち 、 そ し

て 精 霊 信 仰 で つ な が る 世 界 中 の 先 住 民 族 に も 、こ の 感 覚 は 広 く 共 有 さ れ て き た 。

自 然 の 全 て を 交 信 可 能 な 存 在 、 尊 厳 を 認 め る 対 象 と し て 想 定 す る こ と は 、 私 た

ち に と っ て そ れ ほ ど 違 和 感 の あ る も の で は な い 。 セ ー ル に よ る 契 約 相 手 と し て

の 自 然 は 西 欧 近 代 に よ っ て 征 服 さ れ 植 民 地 化 さ れ て き た 人 び と の 間 に 生 き 続 け

て い る ア ニ ミ ズ ム に 親 和 性 が あ る と 考 え ら れ る 【 ＊ ８ 】。  

 自 然 生 態 系 は 、先 ほ ど 言 及 し た サ ブ シ ス テ ン ス 構 成 模 式 図 の 右 半 分 に あ た る 。

そ れ は 内 的 自 然 を 抱 え た 人 間 と 食 物 連 鎖 で 結 ば れ た あ ら ゆ る 生 物 ・ 非 生 物 を 含

む 地 球 全 体 を 意 味 す る 。 自 然 契 約 に よ り め ざ す 望 ま し い 状 態 が ど の よ う な も の

か 、 そ れ は な か な か わ か ら な い 。 し か し 、 人 間 活 動 の 加 速 化 に よ っ て 、 気 候 変

動 を ふ く む 生 態 系 の 破 壊 が 進 行 し 、 多 く の 生 物 種 を 絶 滅 に 追 い 込 ん で い る こ と

が 現 状 の 問 題 で あ る こ と に は 疑 問 の 余 地 が 少 な い 。破 壊 や 絶 滅 に 歯 止 め を か け 、

回 復 を め ざ す こ と が 自 然 契 約 の 当 面 の 目 標 と な り う る の で は な い か 。 だ か ら こ

そ 、開 発 主 義・成 長 主 義 を 脱 却 し 、サ ブ シ ス テ ン ス 志 向 へ の 転 換 が 求 め ら れ る 。  

 

(2)   市 民 ど う し の 相 互 承 認  

 本 書 第 4章 で 「 人 権 と は 連 帯 を つ う じ た 市 民 ど う し の 尊 厳 と 諸 権 利 の 相 互 承

認 で あ り 、 よ っ て 人 権 侵 害 に は 共 同 で た た か う こ と を 意 味 合 い と し て 含 む 」 と

私 は 説 明 し 、 さ ら に 大 企 業 や 国 家 が 行 い 始 め た 人 間 の 一 方 的 な A I数 値 化 ・ 格 付

け の 問 題 性 を も 指 摘 し た 。  

 社 会 的 存 在 で あ る 人 間 は 社 会 的 承 認 な し に は 生 き ら れ な い 。 こ れ は 新 生 児 に

名 前 を 与 え る こ と か ら 始 ま る 。 承 認 欲 求 は 食 欲 な ど と と も に 誰 に で も あ る 。 親

が 子 を 認 め る だ け で な く 、 子 が 親 を 認 め て 初 め て 人 は 人 の 親 と な る 。 養 父 母 の

場 合 を 含 め 、 親 子 で も 対 等 な 相 互 承 認 が 原 点 だ 。 相 互 承 認 は 安 心 感 や 幸 福 感 の

基 礎 に な る 。 相 互 承 認 は 信 頼 を 生 み 、 人 間 関 係 を 安 定 さ せ 、 人 間 同 士 の 協 力 を

促 進 す る 。 相 互 承 認 と い う 経 験 が も と に あ れ ば 多 様 な 他 者 と も 交 流 で き 、 協 力

の 輪 が 広 が っ て い く 。  
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 と こ ろ が 現 実 に は 承 認 も 対 等 で は な く 、さ ま ざ ま な 格 差 が 作 り 出 さ れ て い る 。

い ろ い ろ な グ ル ー プ で メ ン バ ー 間 に 影 響 力 の 差 が 生 じ 、 固 定 的 に な れ ば 権 力 格

差 と も な り か ね な い 。 階 級 ・ 所 得 階 層 や 職 業 、 さ ま ざ ま な ジ ェ ン ダ ー や エ ス ニ

シ テ ィ ー と い っ た 従 来 か ら の 承 認 格 差 だ け で は な い 。 ツ イ ッ タ ー な ど の S NSで

は フ ォ ロ ワ ー 数 、 い い ね ！ や PV（ ペ ー ジ 閲 覧 数 ） の 数 が 競 わ れ 、 表 示 さ れ る 広

告 収 入 に 連 動 す る 場 合 も あ る 。 こ う し た 評 価 指 標 を 金 銭 で 売 買 す る 人 た ち ま で

い る 。 承 認 ・ 評 価 を め ぐ る 開 発 主 義 的 な 競 争 に 多 く の 人 が 駆 り 立 て ら れ て い る

の が 実 情 だ 。  

 さ ら に 負 の 承 認 問 題 は さ ら に 深 刻 だ 。 ネ ッ ト 上 に 頻 発 す る 誹 謗 中 傷 は 逆 方 向

の 承 認 で あ っ て 、 と き に 人 を 自 殺 に ま で 追 い 込 む 。 こ れ は 直 接 的 暴 力 だ 。 そ れ

が 繰 り 返 し 起 こ る S NSの ビ ジ ネ ス モ デ ル は 構 造 的 暴 力 に ほ か な ら な い 。  

 先 述 の 一 方 的 な A I数 値 化 に よ る 人 間 の 格 付 け と い っ た 承 認 格 差 製 造 の シ ス テ

ム 化 も 、 自 分 に 有 用 か ど う か 判 断 し 活 用 を 考 え る の で は な く 、 私 た ち が 意 識 し

て 克 服 し て い く べ き 重 要 な 暴 力 で は な い の か 。  

 承 認 格 差 は 、 も ち ろ ん 権 力 格 差 ・ 経 済 格 差 と 結 び つ き 、 よ り 低 位 に あ る 人 び

と を 苦 し め 、 い っ そ う 生 き づ ら く さ せ て い る 。 よ っ て 承 認 を め ぐ る 競 争 と そ の

シ ス テ ム 化 に 歯 止 め を か け る こ と は 、 私 た ち の 緊 急 な 課 題 の ひ と つ だ 。  

 新 生 児 と そ の 親 と の 関 係 に み る よ う に 、 承 認 と は も と も と 量 的 に 評 価 が で き

る も の で は な か っ た 。 特 定 の 人 や 物 に 好 感 を も つ か ど う か も 、 好 み に 人 に よ っ

て 大 き な 差 が あ る 。 そ の ば ら つ き こ そ が 大 事 な の で あ っ て 、 人 気 投 票 の よ う に

ま と め て ラ ン ク 付 け を 試 み る こ と に そ も そ も の 問 題 が あ る 。 だ が ラ ン ク さ れ た

結 果 を 見 る の が 好 き な 人 も 多 い 。 よ っ て ラ ン ク 付 け が 商 業 的 に 成 功 す る と し て

も 、 関 係 す る 人 間 た ち の 多 く は よ り 不 幸 に な り か ね な い 。 そ ん な 競 争 の 勝 者 は

賞 賛 と い う 承 認 を 独 占 で き る が 、 そ れ は 一 時 的 、 か つ 、 ご く 少 数 に す ぎ な い 。

ほ と ん ど は 敗 者 と な っ て 、 他 者 か ら 相 手 に さ れ ず 、 自 己 評 価 も 低 く な っ て し ま

う か ら だ 。  

 い ま の 社 会 が 自 分 た ち を 競 争 に 駆 り 立 て て き た こ と に 私 た ち は も う 気 づ い て

い る は ず だ 。  
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 自 分 へ の 承 認 獲 得 競 争 に 取 り 込 ま れ る こ と な く 、「 連 帯 を つ う じ た 市 民 ど う

し の 尊 厳 と 諸 権 利 の 相 互 承 認 」 に 立 ち 返 ろ う 。 パ ン デ ミ ッ ク 対 策 に お い て も 、

被 害 を 最 も 受 け や す い 人 た ち を 対 象 と す る ケ ア （ 支 援 と 治 療 ） そ し て 生 活 保 障

を 最 優 先 と す る よ う 共 同 し て 努 め 、 時 に は と も に た た か う 市 民 ど う し で あ り た

い 。  

 

お わ り に  

 

 ウ イ ル ス と の 共 存 ・ 共 生 は 「 サ ブ シ ス テ ン ス 構 成 模 式 図 」 の 左 半 分 、 つ ま り

自 然 生 態 系 と 人 間 の 関 係 に か か わ る 問 題 で あ っ て 、 市 民 ど う し の 相 互 承 認 は 同

図 の 右 半 分 、 人 類 の 共 同 性 の 基 礎 を な す 要 素 で あ る こ と が こ の 文 章 か ら 理 解 さ

れ よ う 。  

 ウ イ ル ス と の 共 存 ・ 共 生 へ む け た 人 間 社 会 側 の 知 恵 と 手 段 は 、 す で に 示 し た

よ う に 、 当 面 は 被 害 の 最 小 限 化 を め ざ す 感 染 症 対 策 だ 。  

 そ し て よ り 長 期 的 な 展 望 と し て は 、 地 球 と い う 惑 星 に お け る 人 間 社 会 の あ り

方 の 変 容 、 つ ま り こ れ ま で の 人 間 の 都 合 を 中 心 に お い た 自 然 破 壊 や 種 の 大 量 絶

滅 に 歯 止 め を か け 、 被 害 の 回 復 へ 向 か う こ と だ 。 従 来 の 開 発 主 義 ・ 成 長 主 義 か

ら の 脱 却 を 図 り 、 サ ブ シ ス テ ン ス 志 向 へ と 切 り 替 え て い く 大 転 換 を こ れ は 意 味

す る 。  

 そ れ は 模 式 図 の 中 央 に あ っ て 生 産 と 廃 棄 を 上 下 に む す ぶ 社 会 的 代 謝 の 弓 形 矢

印 の 意 味 内 容 を 、 破 壊 か ら 回 復 へ と 作 り 直 す 実 質 的 な 作 業 で も あ る 。 こ れ に つ

い て は 別 途 論 じ る 機 会 を 待 ち た い 。  

 欧 州 連 合 （ EU） 推 進 の 役 割 を 担 っ た こ と で も 著 名 な 経 済 学 者 ・ 思 想 家 の ジ ャ

ッ ク・ア タ リ は 、「 協 力 は 競 争 よ り 価 値 が あ り 人 類 は 一 つ で あ る こ と を 理 解 す べ

き 」 と 述 べ て 、 外 出 の 抑 制 、 マ ス ク 着 用 や 対 人 距 離 の 確 保 な ど の 感 染 症 対 策 に

も 「 他 者 の 利 益 の た め に 全 て を 犠 牲 に す る こ と で は な く 、 他 者 を 守 る こ と こ そ

が 、 我 が 身 を 守 こ と で あ り 、 家 族 、 コ ミ ュ ニ テ ィ 、 国 家 、 そ し て 人 類 の 利 益 に

も 繋 が る 」、そ し て「 利 他 主 義 と は 、最 も 合 理 的 で 自 己 中 心 的 な 行 動 」と 、利 他

主 義 を 説 く 【 ＊ ９ 】。  
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 CO VI D -1 9パ ン デ ミ ッ ク は 人 間 こ そ が 地 球 と い う 惑 星 に お け る 寄 生 者 だ っ た こ

と を 私 た ち に 気 づ か せ た 。 寄 生 者 の 大 量 増 加 だ け で な く 、 そ の 活 動 負 荷 の 果 て

し な い 増 大 が 宿 主 で あ る 地 球 を 変 化 さ せ 破 壊 し つ つ あ る 。 そ の こ と を 、 冒 頭 の

ツ イ ー ト は 的 確 に 言 い 当 て て い た 。  

 人 間 中 心 主 義 と 開 発 主 義 ･成 長 主 義 か ら の 脱 却 は 、“ 平 和 学 の い ま ” に お け る

私 た ち 共 通 の 課 題 だ 。 本 書 の 各 章 で 示 さ れ る 知 識 と 考 え 方 が そ れ ぞ れ パ ー ツ と

な り 、ほ か か ら の パ ー ツ を も 組 み 合 わ せ る こ と に よ っ て 、“ 地 球・自 分・未 来 を

つ な ぐ 見 取 図 ” は だ ん だ ん と 浮 か び 上 が っ て く る は ず だ 。 読 者 が こ れ か ら 歩 む

道 を 探 っ て い く 上 で そ の 見 取 図 が 役 立 つ の な ら 、 執 筆 者 一 同 、 そ れ に ま さ る 喜

び は な い 。  
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的 な 取 り 組 み と し て「 被 造 物 の 保 全 (I nteg ri ty o f c rea ti on)」が 教 会 の 社 会 的

責 任 で あ る と し 、 1 983年 の 世 界 キ リ ス ト 教 協 議 会 （ WC C） バ ン ク -バ ー 総 会 に お
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い て 「 正 義 ・ 平 和 ・ 被 造 物 の 保 全 」 (Jus ti ce,  Pe ace ,  and  In teg ri ty of 

Crea ti on= JPI C)プ ロ グ ラ ム が 提 案 さ れ 、 継 続 的 に 取 り 組 み が な さ れ て い る 。 し

か し 被 造 物 の 管 理 を 神 に 託 さ れ た 人 間 が そ の 責 任 を 果 た す べ き と の 考 え 方 で は

セ ー ル に よ る 自 然 契 約 と い う 問 題 提 起 に 向 き 合 う も の と は い え な い 。  

＊ ９  2 020年 4月 11日 放 送 の N HK番 組 、E TV特 集「 緊 急 対 談  パ ン デ ミ ッ ク が 変 え る

世 界  海 外 の 知 性 が 語 る 展 望 」に お け る ジ ャ ッ ク・ア タ リ  J acqu es Att al i（ 1 94 3

年 -）の 発 言 。こ の 利 他 主 義 と い う 考 え 方 は 、筆 者 が 2 0年 間 教 壇 に 立 っ た フ ェ リ

ス 女 学 院 大 学 の 教 育 理 念 （ モ ッ ト ー ）「 Fo r Oth ers  他 者 の た め に 」 と も 通 底 す

る も の と 考 え ら れ る 。  


