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要　　旨

　現 在の情報化社会，と りわ けサ イ バース ペ ー
ス は．そ の 越 境 性 ゆ え に従 来 の 枠 組 み で は 捉 え き れ な い 諸問 題 を 浮き 彫

りに す る。こ の ヴ ァ
ーチ ャルな空 間上で 他者とどの よ うに情報をや りと り し，関わ っ て い くべ き か と い う 問い は，その

うち の一
つ で あ る。本論で は，まず，こ れまでの 倫理学 におい て 論 じ られ て ぎた 他者概念を再検討 する。他者 概 念 の 捉

え られ 方 に よ っ て，コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン の 意 義も異 な っ て くる の で あ る。その うえで ，サ イバー
ス ペ

ー
ス 上に お け る他

者 と の 共生 の 可 能 性 を見 出す た め に，他 者 を どの よ う に承認す る こ と が私 たち に と っ て 可能で あ るかを，情報倫理 学の

視点か ら 探求す る 。

Abstract
Cyberspace　has　the　possibility　to　build　new 　relations ，　different　from　those　in　communities 　restricted 　by　border，　region ，　profession，
social 　status ，　eulture ，　etc，　This　new 　space 　will 　piQ打 eer　the　reciproca 】communication ，　going　beyond　the　tradltional　fね mework ．

We　rnust 　face　the 　questi。 ns 　whe 山er　equal 　communication 　is　possible　ancl　what 　relatien 　we 　can 　have　with 　the　anonyrnous 　other 　in

cyberspace ．　 It　is　necessary 　to　analyze 　topics　like　ethics　because　we 　have　already 　lived　in　the　information−oriented 　seciety 　and 　met

several 　problems　there．　In　the 且rst 　plaGe，　we 　study 　how　to　treat 　the　anonymous 　others ，　classifyillg 重hem 　in　three　categorles ．　In　the
second 　place，　we 　consider 　how 　to　determine　the　ethical 　attitUde 　in　cyberspace 　according 　to　the　understanding 　of 　the　other ，　In　the
third　place，　we 　examine 　the　possibility　of 　turning　into　reality 　equal 　comrnunication 　open 　to　everyone ，　Then　it　is　impertant　to　shift 　the

emphasis 　from 　traditionaT 　identity　to　knowledge　identity．　ln出e　end 　we 　suggest 　t血e　atti加 de血at
“
self

”
and

“
other

”
shQuid 　Ie  丘om

each 　other 　to　make 　the　cyberspace 　more 　fertile．　The 　eth 正cal 　attitude 　wita 　appear 　naturally 　fヤom 　reciprocal 　learning．

1．は じめ に

1．1　 問題

　現在 の 情報化社会，と りわ けサ イ バ ース ペ ース は，こ れ まで

国境 地 域，職業，身分，文化 とい っ た 属 性や 限界 に縛 ら れ て

い た コ ミ ュ ニ テ ィ と は根本的に 異な る 新 た な関係 を構築す る 可

能性 を持 っ て い る。す な わ ち，こ の 新た な 空 間 は，伝統的 な 枠

組み に と らわ れ ない 脱領 」二的 な （d6territorial）
（1）

相互 コ ミ ュ

ニ ケー
シ ョ ンへ の 道 を拓 こ うと して い る。そ の 可能性 を現実の

もの に で きる か ど うか が，ま さに 今，問 わ れ て い る の だ。サ イ

バ ー
ス ペ ー

ス に お い て 開か れ た対等 な コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン が 可

能で あ る か否か，言い 換 えれ ば，匿名の 他者，見知 らぬ 他者 と

ど の よ うに 関 わ っ て い くべ きか と い う問い に，私た ち は向 き合

わ な けれ ば な らない
。

　本論で は まず，見 知 らぬ 者 と して 私 たち の 前 に 到 来す る他 者 を

どの よ うに 捉え るべ きか を考察す る。その 際 他 者理解 の あ りか

た を三 つ に 分類す る こ とが有効で あ る こ と を示す。つ い で，どの

よ うな他者理解 をする か に よ っ て ，サ イバ ース ペ ース に お ける振

る 舞い ，と りわ け倫理 的 振 る 舞い が 決 定 され て い く様子 を見 て い

く。 最後 に，一
部の 限定され た 人 々 に と っ て で は な く，あ らゆ る

人 々 に とっ て 開か れ た対等な コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン が 成立 する 可能

性 を検討 す る。そ の と き，交換 され る 惰報 を どの よ うな もの と し

て 理 解す る かが鍵 となっ て くる だ ろ う。 サ イ バ ー
ス ペ ー

ス 上 に 現

れ る 他者 と，どの ように 関わ り，どの ように 情報をや りと りして
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い くべ きか とい う問 い を，本論 で は倫 理 の 問題 と して 論 じて い く。

1．2　これ ま で の情 報 倫 理 学

　 上 述 の 問 い は，言 うまで もな く．こ れ まで の 情 報倫 理 学 に お

い て．すで に重 要な 問題 の 一つ と して 論 じ られ て きた。簡 単に

概 観 した い 。こ れ まで の 情報 倫 理 学 は む しろ，サ イ バ ー
ス ペ

ー

ス 上 で 実 際 に 起 こ っ て い る問題 に ど う対 処 す べ きか，と い う視

点 で 議 論 を展 開 して い る よ うに 思 わ れ る。例 えば ，著作 権 の 問

題 （知 的所 有 権 の 問題 ）や い わ ゆ る ネチ ケ ッ トとい っ た ネッ ト

ワ
ー

ク 上 で の 振 る舞 い や モ ラ ル の 問 題，あ る い は プ ラ イバ シ
ー

や 個 人 情報 保 護 と い っ た 問題 が そ れ で あ る。

　現 実 に不 利 益 や 被 害 を蒙 っ て い る 人 々 が い る 以 上 ，こ の よ う

な 問題，い わ ば 実 際 の 法 規 制 を どの よ うに 整 えて い くか に 直接

関 わ る 問 題 を，現状 を 踏 ま えて 具 体的 に 論議 し て い くこ とは 確

か に重要 で ある
  。しか しこ の 場合．私 た ちに は 想定 して い な

か っ た 問題 が 生 じ うる 可 能性 が 常 に残 さ れ る。こ の よ うな 方法

で は，短い ス バ ン に お い て個 々 の 問 題 に 効 果 的 に 対 処 で き る と

い う利 点が ある
一

方，問題 自体 は ネ ガテ ィ ヴ な もの ，つ ま り不

利 益 へ の 対 処 とい う観点 か ら扱 われ ，そ れ以．ヒ生 産 的 な 議 論 へ

と結 びつ け る こ とが 困難 に な っ て しま う。

　 フ ラ ン ス の 思 想家 ピエ ー
ル

・
レ ヴ ィ は，サ イバ ース ペ ース 上

で 生 じる 問題 を否定的 に 捉 える の で はな く，新 た な解 決 を もた

らす た め の 踏 み 台 と して 見 なす こ と を提 起 す る。こ の よ うな 問

題 は，レ ヴ ィ に よれ ば 「ヴ ァ
ーチ ャ ル 化 」 の 本 質 を明 るみ に出

す もの で あ る
（3）。サ イバ ース ペ ース に お い て は既存 の 区別 や 限

界が 流 動 化 され，今 まで 問 わ れ なか っ た ，あ る い は 気 づ か れ な

か っ た問 題 の 相 が 発 見 さ れ る と レ ヴ ィは 解釈す る 。 こ うした 過

程が 「ヴ ァ
ー

チ ャ ル 化 」と 呼ば れ る の で ある 。

一
方，ヴ ァ

ー
チ ャ

ル 化 に 対 置 され る ア ク チ ュ ア ル 化 と は，こ の よ うに 提 起 され た

問題 に創造 的解決 を与 える こ とで あ る 。創造 的解決 とい うの は，

つ まり，予 め 選択肢 と して 解答が 準備 さ れ て い ない とい うこ と

だ。問 題 提起 的 な ヴ ァ
ーチ ャ ル 化 とい う運動 に お い て，こ れ ま

で 気づ か れ る こ との な か っ た視点や 問題意識が 生 まれ る 。 そ の

問い に 対 し て，私た ち は新 たな解決 を模索 す る。後に 詳 し く検

討す る が ，こ の 二 重 の 創造 性 こ そ が ，新 しい 観点 か ら倫理 を論

じる 際 に大 きな助 け とな る。こ うした創 造 性 は，短期 的 な視点

か らの 問題提起 とそ の 解決 に と どま らな い 考察 をす る可 能 性 を

生 む。す な わ ち，ヴ ァ
ー

チ ャ ル ー
ア ク チ ュ ア ル の 運 動 に お い て

論 じ られ る 情 報 倫理 は，解 決 だ け で な く，（問 題 〉そ の もの も

創 造 的 で あ り未 知 で あ るが ゆ え に，よ り幅 広 い 事柄 に対 応 し う

る基 盤 を形 成 しう る。ヴ ァ
ー

チ ャ ル 化 とい う視 点 に 立 っ た場 合

〈問 題 〉 は む しろ 積極 的 に模 索 さ れ，問 題 の 発 見 が す で に 生 産

的 なの だ 。 私 た ちは サ イバ ース ペ
ー

ス や そ こ に現 れ る他 者，交

換 され るメ ッ セージ と い っ た もの をヴ ァ
ー

チ ャ ル 化 し，また そ

れ に 対 す る 解 決 （す な わ ち ア ク チ ュ ア ル 化 ） を 目指す と こ ろ に

見 出 され る倫 理 に つ い て，こ れか ら見 て い くこ と に しよ う。こ

うした立場か らすれ ば 個 々 の 具体的な知識や 情報の 背後に あ

る もの に つ い て の ，一
見 迂 遠 に も思 わ れ る 考 察 が ，結 局 の と こ

ろ 倫理 を語 る 際 の 近 道 と な りうる の で ある 。

2．匿名
’1生と し て の 他者

　 まず，匿名性 と して 現 れ る 他 者 とは ど うい う存 在 か とい う

問 い か ら は じめ た い 。サ イ バ ース ペ ース 上 で は，他 者 は，従 来

の 身分 や 職 業，名前 を持 っ た者 と して 現 れ な い 。もちろ ん，現

実世界の ア イデ ン テ ィテ ィ をそ の ま まサ イバ ース ペ ース 上 に持

ち 込む こ と は で きる。しか し，ハ ン ドル ネーム （そ れ は 次 々 と

変え て い くこ とす ら可 能 な もの で あ る ） を用 い た り，身分 や 職

業 を明示 しなか っ た と して も （そ れ を偽 る こ と も可 能 で あ る），

そ れ を理 由に排 除 さ れ る こ とは ない 。なぜ な ら，こ の 空 間で は

職 業等 よ りもそ の 発 言 内容 が 重 視 され る こ と が しば しば あ る か

ら で ある （こ の 点に つ い て は知 とは何 か とい う点 に 関 わ っ て 後

述 す る ）。私 た ちの 言 う匿 名 性 とは こ の よ うな意 味 で あ る こ と

を強 調 して お きた い 。す な わ ち，こ こ で の 匿 名性 と は ，IP ア

ドレ ス を辿 っ て い けば個人が 特定 され う るか ら とい っ て 否定 さ

れ る よ う な もの で は な く，
．
現 実 の 名前 や 職 業等 か ら，情 報 そ れ

自体 へ と重 心 が移 る と い う こ となの で あ る。

　以上 を踏 ま えた うえで ，私 た ちは，他 者 を三 つ に分類 して い

く。第
一

の 立 場 は，他者 を 「畏 れ る べ き者」 と見 なす 。 つ ま り

他 者 は 〈私 〉に危 害 を加 え うる者 で あ る と捉 える、よ っ て ，〈私〉

の 権利 が侵 害 され な い よ うに その よ うな他者か ら 身を守 らな け

れ ば な らな い とい うこ と に な る 。 こ の 立 場か ら は ，他者は 何 を

為 す か わ か ら な い 存在 〈私 〉 と は か け 離 れ た 何者 か と見 な さ

れ る こ と に な る 。 〈私 〉の 理 解 を常に 超える 者 と して 現 れ る の

が 他者だ とい うこ とだ 。 こ れ とは 逆に，第二 の 立場は 他者を「自

己 の 分 身」 だ と 見 な す。例 え ば コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン す る こ と で

他者 と私 は 理 解 し合うこ とが で きる とい う理想 が語 られ る の

は，こ の 立 場に お い て で ある 。 最後に，「畏れ る べ き者」で も 「自

己の 分 身」で もな い ，第 三 の 視 点か ら捉 え ら れ た 他者理 解が 可

能で ある の か ど うか を問う。 各視点に つ い て ，詳 し く見て い き

たい 。

2．1 畏れ る べ き者

　畏れ るべ き者 と見な され る他 者，な かで も他者 を危害 を加 え

うる 者 と見 なす 立 場 は，先 ほ ど述 べ た こ れ まで の 情報倫 理学 の

中 に 見 出 す こ と が で き る。匿名の 他 者 は，そ の 匿 名性ゆ えに ．

〈私〉に危害 を加 え うる者 と して 捉え られ る。あ るい は逆 に，〈私 〉

も また他 者 に 対 して （無 意識 的 に で あ れ） 危 害 を加 えか ね な い

者 と 見 な され る。そ の 結果，他 者 の もた らす 危 険 か ら身を守 る

こ とが 目指 され た り，他 者 の 権 利 を侵 害 しない よう に 自分 の 行

動 を ど の よ う に 規 制す れ ば よい の か が 問 われ る こ とと なる。例

えば ，ヴ ィ リリオ は サ イバ ース ペ ース を 〈今，こ こ 〉の 脱 領 土

化 され た もの と 見 な す が，そ の 特 性 自体 を批 判 的 に 理解 す る。

近接性を無視 して 構築 され る 関係 な ど信 じない とい うわ けで あ

る。そ こ に は，匿名 の 他者 を斥 け，地 縁 や 血縁 で 結 ば れ た，い

わ ば従 来 の 枠 組 み 内で の 関係 を尊重 しよ う とす る態 度 が うか が

える
 

。

　こ の よ う に，多 くの 社 会情 報 学 や情 報 倫 理学 に お ける 議論 で

は ，匿 名の 他 者 が 積 極 的 に評 価 さ れ る こ と は ほ とん どな い
  。

匿名の 他者は ，得体の 知 れ ない 者 と して 私 の 前 に 現 れ．容易 に
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信頼 す る こ とを許 さ な い 。も し 他者を，第
一

に 危害 を加 え うる

者 と して 捉 え て し ま うな らば 他 者 との つ な が りを拒 否す る 形

で ，サ イバ ース ペ ー
ス の 最 大 の 特 性 で あ る脱 領 土性 を も否定 し

て し ま う可 能性 が あ る 。そ うな っ て し ま えば 　もは や サ イ バ ー

ス ペ ース を活か す 道 を探 求 す る こ とす ら私 た ち に と っ て 困 難 と

な る だ ろ う。サ イバ ース ペ ース に はで き るか ぎ り接 近 せ ず に お
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1　　h　　N　　h

き （もし近づ か ざる を得 ない の で あれ ば ，自己 責任 に お い て 十

分 警戒 を し），い わ ば 現 実 世 界 を 生 き る こ と だ け で 満 足 せ よ，

と い っ た 極 論 が 導 き出 され て しま うわ け だ 。 しか し，場 所 や 地

位 を越 えた 関係性に 期待す る こ とは，従来の 地縁 や血 縁，職業

や 身分 へ の 信頼 を凌駕す る こ とは で きな い の だ ろ うか。言 い 換

えれ ば，脱領土的で あるサ イバ ース ベ ース の 特性を生か した新

た な コ ミュ ニ ケ
ー

シ ョ ン を構築す る 可 能性を探求す る こ と は で

きない の だ ろ うか。

　勿 論 初 期の イ ン タ
ー

ネッ ト・コ ミ ュ ニ テ ィ が，相 互 に助 け

合い ，知的財 産 を共有 しよ うと い う理 想 をあ る 意味 で 実 現 して

い た とい うこ と か ら，ネ ッ ト社 会 こ そが 真 の 平 等 を もた ら し，

い わゆ る 直接民主 主義 を可 能に す る とい う議論が な され た こ と

もあ る。しか し 今は，電子民 主主 義 に対す る 否定的な見方が む

し ろ 多い 。少 な く と も，イ ン タ
ーネ ッ トの お か げで 直接民主制

が 実 現 した とい う例 は未 だ存在 しな い 。初期 の イ ン タ
ーネ ッ

ト・
コ ミ ュ ニ テ ィ の メ ン バ ーは，ア クセ ス で きる人 間 が 限 られ

て い た ため ，結 果 的 に そ の 制 限が フ ィ ル タ
ーとな っ て い た、つ

ま り，こ の と きの コ ミ ュ ニ テ ィ で 出会 う他 者は，職 業や 身分 へ

の 信 頼 の もとで 現 れて い た の で あ っ て，得 体 の 知 れ ない 他 者 で

はな か っ たの だ。

　 と こ ろ で ，い わ ゆ る広義の 倫理学 は，サ イ バ ース ペ ース に 限

らず，現代社 会 の 多様性 の 中 で他 者 との 共 生 や公 共 圏 の 構築 を

問 題 と して きた。そ こ で もま た他 者 は，決 して 汲 み 尽 くす こ と

の で きない 存在，畏れ る べ き存在 と して 捉 え られ る こ とが ある 。

例え ば レ ヴ ィ ナ ス は，デ カ ル トの 神 を他者概念 と して 再構成す

る。他 者 とは，私 の 思 考 か ら 「絶 対 的 に溢 れ 出 して し ま う」 者

で あ り，ど ん な に 努力 して も到 達不 可 能 な者 と して 現 れ る。そ

の よ うな他 者 を 〈私 〉 が理 解 しうる者 と して 語 る こ とは で きな

い 。なぜ な ら他 者 は 私 に 「所 有」 され る こ と は 決 して な い か ら

で あ る
CG｝
。こ の よ うな考 え を 踏 まえ た と き，サ イ バ ース ペ ース

上 に現 れ る 他者を，私た ちは 畏れ 続けなけれ ば なら ない こ と に

な る の だ ろ うか。確か に，他者 を絶対的な外部 に 位置づ ける レ

ヴ ィ ナ ス で は あ る が ，同時 に 「歓 待性」（hospitalit6）とい う概

念
ω

に つ い て も言及す る 。 すな わ ち，私 た ち と は根本的 に 異

な る 他者で あっ て も，い や ，異 な る 他者で あ る が ゆ え に，心 か

ら もて な さ な けれ ば な らない と言 うの で ある。違 い を認め なが

ら も，歓待する こ と．こ れが 見知 らmp他者 と正 当に 向き合う関

係 を形づ くる 機縁 とな る の だ。

　他 者 を 畏 れ る べ き者 と見 な し，私 よ りも高 次 な レベ ル に 置 き，

そ こ に優越性を見 る とい うレ ヴ ィ ナ ス 議論 は，他者を彼方 に 置

くか ら こ そ 私た ちは倫理 を語 る こ とが で きるの だ と考 え る人 々

に とっ て は 肯 定 的 に 捉 え られ て い る。そ の
一

方 で ，も し他 者 が

絶対的な外部で あ り，しか も 〈私 〉 よ りも優 越 性 を持 つ 者 と し

て 現 れ るの な らば，私 た ち は なぜ そ の よ うな他 者 と関 わ ら なけ

サ イバ ー
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れ ば な ら な い の か と い う疑 問 を 抱 く人 々 もい る 。つ ま りなぜ そ

の よ うな 他 者 を 歓待 し な くて は な ら ない の か と 問い た くな る わ

けで ある。歓待すべ しの 「すべ し」の 理 由づ けが 容易で は な い 。

ま た ，も し他 者 が 絶 対 的 な 外 部 で あ る と す れ ば，た と え もて な

そ う と した と こ ろ で，私 た ち は い っ たい どの よ うに 他 者 と関わ

る こ とが で きる の か，私 た ちは他 者 との 関係 の 端 緒 を どの よ う

に 見 出せ ば よい の か，疑 問 と して 残 る こ とに な る。

2．2　 自己の 分 身

　 で は，他者 と 自分 との 違い を越えられ ない もの と見なすの で

は な く，他 者 と 自分 と の 違 い を 認 め て 共 存 し よ うと い う立 場 は

どうか。こ の よ うな立場で は，一
見，理 想的な関 係が語 られ て

い る よ うに 思 わ れ る 。 と くに，サ イバ
ー

ス ペ ース ．．ヒで は，身分

や 地域 の 限 界 を越 えて 関係 を築 くこ と が で きる。そ れ ゆ え，こ

の 新 た な空 間 の お か げ で 従 来 の 枠 組 み を越 えた コ ミ ュ ニ ケー

シ ョ ン が 可 能 とな っ て，他 者 と共 存 して い け る の で は ない か と

考 え る 人 た ちが い る。す なわ ち，匿 名 の 他者，見 知 らぬ 他 者 を

あえて 承認す る こ とに よ っ て ，サ イバ ー
ス ペ

ー
ス に お い て 「公

共圏」 を形成す る 可能性 を探求 し よ うとい うわ け で ある 。 公 共

圏 とは，ハ
ーバ ー

マ ス に よ れ ば，「コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン の ネ ッ

トワ
ー

ク 」で あり，政 治 シ ス テ ム と私的領域 を媒介す る 構造を

持 つ
  。こ こ で は，そ の よ うな媒介が 実際に どの よ うに 可 能で

あ る か を論 ず る こ とはで きな い が s 次 の こ と を指摘 す る こ とは

で き る。すな わ ち，コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 的行為に よ っ て 公 共圏

が構 成 され て い るの だ とす れ ば，脱 領 土 的 な ネ ッ トワ
ーク社 会

が 訪 れ た お か げで ，ハ
ーバ ー

マ ス の 言 う理 想 的 な発 話 状 況 が 実

現 され るだ ろ うと考 え る人 々 もい る とい うこ とで あ る。

　違 い を認 めつ つ 共 存す る。その た め に 私 た ちは コ ミ ュ ニ ケー

シ ョ ン し つ づ け な けれ ばな ら な い 。そ れ が 私 と他者 とを結 ぶ 手

段で ある e
一

見 理想的に 見え る こ の 主張 は，しか しなが ら，

ある 種の 傲慢 さ を含 ん で い る。私の 正 当性や 価値観 は当然 の も

の と して 前 提 した上 で ，異 な る 他 者 も認 めて も よい とい う傲 慢

さで あ る。そ こ で は ，差 違 が積 極 的 に 評 価 され る こ と は ない 。

差 違 は私 の 正 当性 や 価 値観 を揺 るが す こ とは 決 して ない 。そ れ

ど こ ろ か，差違が 私 の 理解 で きる 範囲 に 解消 され，同 化 され て

し ま う可 能 性 す ら あ る 。 こ の よ うに 考 える と，コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ

ン しつ づ ける こ とで 私 と他者 が 理解 し合える とい う理 想 に は，

私 と他者 との 違 い をむ しろ 解消 し か ね ない 危険性が 含 まれ て い

る こ とに 気づ か れ る。そ の よ うな 理 想 に お い て ，私 と他者 とは

置 き換え可 能で あ り，他者が 他我 とな っ て し ま う。他者 とは異

質な 者，自分が必 ず しも完全 に 理解 で きる 者で は ない こ とを意

味する が，他我 とは もう
一人 の 〈私 〉で しか な い 。脱領土 的 な

サ イバ ー
ス ペ ー

ス 上 で ，開か れ た 関係 を構築する ど こ ろ か，む

し ろ 閉 じ た世界 を作 りか ね ない 。例 え ば，実際に，共通の 趣味

や 興 味 に よ っ て 様 々 な イ ン タ
ーネ ッ ト

・
コ ミ ュ ニ テ ィ が 形 成 さ

れ て い る 。
こ の と き，暗黙の 了解 と して ，決 し て 他者の 書 き込

み や コ メ ン トに反 論 で きない 場 合 （個 人 の プ ロ グ等 で しば しば
　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　1

見 か け る，「誹 謗 中 傷 お 断 り」 で は な く 「批 判 お 断 り」 と い う

但 し書 きな ど を 思 い 出 し て み れ ば よ い ），コ ミ ュ ニ テ ィ は 自己

の 分 身 と も言 える よ うな メ ン バ
ー

に よ っ て の み形成 され て しま

N 工工
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う。つ ま り，自分 に似 た 者 と だ け連 繋 し て 満 足 し て し ま う恐 れ

が あ る とい うこ とだ。ハ ーバ ーマ ス が，道徳 的共 同 体の メ ンバ ー

で あ るだ れ もが，すべ て の 他 者 を 「わ れ わ れ の うち の
一

人」 と

して 扱 い ，連帯 しなけれ ば な ら な い と 言 うと き，「他 者 の 受容 」

を 「他 者 の 他 我 へ の 解消 」 と して しまわ な い た め に，私 た ちに

は 慎 重 さが 要請 され る の で あ る
〔9）

。

　確 か に，コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン 行 為 が 公共 圏 を 再 生 産 して い く

とい う考 え方か らす れ ば，サ イバ ー
ス ペ ー

ス の 特性 は 積極 的 に

評価 さ れ る。こ れ まで の （サ ロ ン や コ
ー

ヒ
ー

ハ ウ ス とい っ た 〉

限定 され た コ ミ ュ ニ テ ィ や，マ ス メ デ ィ ア に よ っ て 形成 さ れ る

い わ ば
一

対 多 の コ ミ＝ニ ケ
ー

シ ョ ン しか 許さ な い コ ミ ュ ニ テ ィ

と は 別 の レ ベ ル の 公 共 圏 を作 り上 げる 可 能性が 生 じ て くる か ら

で あ る 。 問 題 は，サ イバ ー
ス ペ ー

ス に お い て，差 違 を どの よ う

に 積
．
極的 に認 め て い くか と い うこ とで ある 。 自己 と同

一
化する

こ とな く，か とい っ て 絶対的な外部 に 置くこ と な く，他者 を理

解 す る こ とは 可 能 だ ろ うか 。

2．3　第三 の 視点

　匿 名 の 他 者 に対 峙 した と き，その よ うな他 者 を畏 れ る べ き存

在 と して 捉 え る か ある い は ま た，私 の 分 身 と して （つ ま り私

に 同化 し うる者 と して ）捉 え る か と い う，こ の 二 者択
一

の 道 し

か私 た ち に は ない の だ ろ うか。こ の 選 択 肢 以外 の 道 は な い の か。

す な わ ち，匿名 の 他 者 を 自己 に 取 り込 む こ と な く，そ れで い て

私 た ち に何 か を もた ら して くれ る者 と して 積 極 的 に捉 え る道 を

探 求 で きな い の だろ うか。こ れが 第 三 の 視 点 の 出 発 点 で あ る。

　 と こ ろ で ，広 義 の 倫 理 学 に お い て は す で に．異 な る 国籍 異

な る文化，性 別 の 違 い を越 えて 私た ち は ど うや っ て 共生 （con
−

viviality ） を 実現 で きる か が 論 じ ら れ て き た 。す な わ ち，差 別

や 不 平 等 を な く し，正 義 （justice） を 語 る に は ど うす れ ば よ

い か とい う議論 で ある 。 例えば，「《共生 》」の 理 想 を実現す る

た め に は 「各人 が 互 い に 相 手を，自分 とは 異 な る独 自の 観点 を

も っ た 自律 的人 格 と して 尊重 し配 慮 しあ う作 法 」 （井上，名和

田，桂木，1992，p、25−26）が 必 要 だ と言わ れ る。確 か に こ の

理 想 が 見事 に 実現 さ れ れ ば ，他 者 を畏 れ る こ との な い ，しか も

（私 〉へ と同 化 す る こ との な い 関係 を築 くこ とが で き よ う。た

だ し，こ れ を実現する ため に 私 た ちは何 を なすべ きか，こ の 理

想 へ と私た ち を向 か わ せ る 動機 づ け を どこ まで 説得的 に 語れ る

の か は 大 きな問 題 と して 残 されて い る 。以上 の よ うな 問題 意識

を持 ちつ つ ，さ らに は上 述 の 議 論 が 匿名 の 他 者 に対 して も適用

され る か 否 か を検討 しなけ れ ば な ら な い 。 こ こ で 注 目す べ きな

の は，サ イ バ ース ペ ース の 特 性 で あ る。

　そ もそ も，匿 名 と して の 他 者が 私た ち に対 して常 に，しか も

直接的 に現 れ て くる の は，な に よ りもイ ン タ
ー

ネ ッ ト空間 にお

い て で あ る 。こ の 特 性 を否 定 的 に 捉 え る の で は な く，積極 的 に

評 価 し，（レ ヴ ィ の タ ーム を借 りれ ば ） ヴ ァ
ー

チ ャ ル 化 し よ う

とす る の が 第三 の 立 場で あ る 。例えば レ ヴ ィ は，サ イバ ース ペ ー

ス の 匿 名性 を肯定 的 に 評価 しよ うと す る。私 た ち は す で に，ヴ ィ

リ リオが 〈今，こ こ 〉の 脱 領土 化 を批 判 して い る こ と を 見 た 。

レ ヴ ィ に と っ て 〈今，こ こ 〉 の 脱領土化 は 否定的な要 素 で は な

い 。サ イ バ ー
ス ペ

ー
ス は そ の 脱 領 土 性 ゆ え に，む し ろ か え っ て

こ れ まで の 時 間 的や 空 聞 的 な 帰 属 や 限定 を超 え 出 る 新 た な利 点

を持 っ た場 と して 評価 され る。従来 の 地 縁 や 血縁，身分 や 職 業

へ の 帰属 意 識 とは別 の とこ ろ で ，言 うな ら匿名 性 の 世 界 で 人 々

が 出会 うこ とが で き る の はサ イバ ース ペ ース に おい て よ り他 に

ない （L6vy，1994，　p．23）。イ ン ターネ ッ ト．．ヒで あ れ ば こ そ，

あ らゆ る人 々 に とっ て 見知 らぬ 者 と 出会 う可 能性 が 生 ず る。そ

の と き，ま さ に こ の サ イバ ー
ス ペ ース に お け る 匿名 の 他 者 に 対

し て ど う向か い 合うか が，あ らゆ る 人 々 に と っ て 問 題 と な るの

で ある。

　 レ ヴィ の 議論 に は，他者 の 匿 名 性 を保 持 しつ つ 肯 定 的で あ ろ

うとす る 意 志 が見 られ る 。他 者 を 「何 か を知 っ て い る者 」，「私

が 知 らない 事柄 を知 っ て い る 者 」，「私 が 気 づ か ない 問題 提 起 を

もた らす 者 」 だ と見 なす の で あ る。こ こ に は 他 者 に対す る畏 れ

は もはや ない 。と同時 に ，私 の 知 らな い 事柄 を知 っ て い た り気

づ か せ た りす る他 者 に対 す る積 極 的 な承 認 が あ る。なぜ な ら，

他 者 と私 の 「未 経 験 ゾ
ー

ン 」 が 重 な り合 わ ない 以 上 ，「他 者 は

私 固 有の 知 を豊 か に しうる 一つ の 源 泉 を．象 徴 して い る 」 か らで

あ る （L6vy，1994，　P，24 ）。

　 こ う して ，レ ヴ ィ は 何 か を知 る，あ る い は 何 か を 学 ぶ とい う

行 為 を基 に 他 者 を 尊重 す る 態 度 を 引 き出 そ うと す る。こ れ は，

単純 に多様性 を認 め よ うとか，他 者 を尊重 し配慮 しよ うとい っ

た 抽 象論 か ら
一

歩 踏 み 出 した 議 論 で ある 。

　 こ の 議論 の 積 極 的 な 意味合 い は，他 者 の 匿 名性 （す な わ ち，

身分 や名前が 明 らか と は な らない こ と）が ，もは や 問題 とは な

ら な い 点 に あ る 。 つ ま り，他 者 は 主 語 と して 現 れ る の で は な

く，述 語 と して 現 れ る の だ 。 言 い 換え れ ば．他者が 私 に もた ら

す情報 さ らに 言えば情報内容 こ そ が 前面 に 出さ れ る の で あ

り，関係性 は 「他者が 何者で あ る か 」 とい う観点 か らで は な く，

「他 者 が 何 を知 っ て い る か 」 とい う観 点 か ら 築か れ る。こ の 匿

名的な他者 を承認す る と きに 必要 と さ れ る の が，相 互 的修習

（apPrentissage 　r6ciproque 　l　reciprocal 　learning）で あ り，こ

れ こ そが 正 に，他 者 に 対 す る 倫 理 的 態 度 なの で あ る。で は，そ

の 相互 的 修 習 とは い っ た い どの よ うな概 念 なの だ ろ うか。

3．相 互 的 修習 とい う態度

　他 者 と の 関係 を築 き上 げて い くと き，どの よ うな コ ミ ュ ニ

ケーシ ョ ン が可 能 な の だ ろ うか。他 者 を排 除 す る の で もな く，

同化 す るの で もない 途 を取 ろ うとす る とき，他 者 を「何 か を知っ

て い る 者 」 と して 捉 え直 す こ とが 重要 な転 換 点 と な る。

　 私 た ちは 他 者 と の 相 互 関係 の 中 で 、コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン しな

が ら様 々 な事柄 を学 ん で い く。私 の 能力や 知 は，た だ一人 で 抱

えこ ん で い る だ けで は 何 も産 み 出す こ とは で きな い 。 む しろ，

他 者 との コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン の 中 で 養 わ れ る。その と き，他者

か ら何か を学 ぼ うと す る態度，修 習 に価値を置 く態 度 が 鍵 とな

る 。 私 の 知 らない 何か を知 っ て い る他者は ．必 ず何 らか の 知 を

私 に もた ら して くれ る こ と だ ろ う。他 者 は 私 の 知 の 源 で あ る。

　 また，私 は他 者 か ら何 か を受 け取 るだ け で 終 わる こ とは 決 し

て ない 。 私 もまた，他 者 の 知 らな い 何 か を知 っ て お り，そ れ を

教 え伝え る こ と が で きる か ら で あ る。さ ら に，私 が 何 らか の 問
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題 を解 決 し，そ こ で 停 止 して しま うと こ ろ で ，そ の 解 決 を新 た

な 問題 の 出 発点 と 見 なす よ うな、新 しい 方 向づ け を与 えて くれ

る もの も，他 者 で あ る だ ろ う。そ れ だけ で は ない 。解 決 そ の も

の にお い て 私 と 他 者 は共 働 す る こ とが で きるの だ。こ れ まで の

枠 組 み で は 評 価 され る こ と の な か っ た知 も，脱 領 土 的 に他 者 に

出会 い ，コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン す る 中で ，認 め られ て い く。 私 は

他 者 か ら
一

方 的 に教 わ る だけ で は な く，他 者 に 対 して 何 か を も

た らす こ と の で きる 存在 と な る の で あ る 。 こ の 相 互 的 な 関係 が ，

私が 他者 を尊重する 事態 だけ で は な く，逆 に 他者か ら私が 尊重

さ れ る とい う事態 を産み 出 して い く。 こ の よ うな 知の 交換は 絶

えず繰 り返 さ れ ，相 互 的 修習 に 終 わ りは な い 。私 た ち は，学 び，

教 え続け，予 期せ ぬ 問題 提起 を与 え合い ，そ れ に よ っ て 互 い に

豊 か に な る。全 体的 な 視点か ら見 れ ば，この 絶え 問 な き相互 的

修 習 が サ イ バ ー
ス ペ ー

ス を養 っ て い る と も言 える 。こ れ まで の

伝統的な帰属意識に 基づ くア イ デ ンテ ィ テ ィ か ら知 の ア イデ ン

テ ィ テ ィ へ と移 行する こ とで ，私 た ちは 自らの 特性 を ます ま す

発 展 さ せ て い け る だ ろ うし．多に埋 没 させ る こ とな く知 を正 当

に 評価 する こ と もで きる。自 らの 特性 を発展 させ て い くこ と は，

そ の ま ま集 合 の 知を豊 か に する こ と につ な が る 。互 い に教 え 合

い 学 び合 うこ と，そ れ を絶 え 間 な く行 う こ と，そ れが 相 互 的修

習の 本 質で あ る。

3，1　 相互 的修 習 の 中 で の他 者

　注 意 しな けれ ば な ら ない の は，他 者 の 知 （翻 っ て 私 の 知 ）
〔1°）

は，単な る データベ ース で は ない とい うこ とで ある 。 もし知が

デ
ータの 集 ま りへ と還 元 され て しま えば 私 た ち は た だ ，他 者

の 知 を都 合 の 良 い と きに利用 し，使 い 果 たす に と ど まる だ ろ う。

その と き他 者 へ の 倫 理 的 態 度 は養 われ な い 。もち ろ ん，あ る特

定 の 情報 を収 集 した り交 換 した りと い うこ と は あ りう る。しか

し，他者 か ら何 か を学ぶ とは，他 者 の 全 て を知 る こ とで は ない 。

他 者 を知 り尽 くす こ とが で きない か らこ そ，私 た ち は ど こ ま で

も他 者 と の 関 係 を求め る もの で あ るか らだ。他 者 と は，決 して

手 の 届 か ない 畏 れ るべ き存在 で は ない 。 私 た ち は 学 ぶ と い う形

で 他 者 と関 係 を結 ぶ こ とが で きる か ら で あ る 。 しか しな が ら，

他 者 は 自 己 と同一化 しうる よ う な もの で もな い 。他 者 を汲 み尽

くす こ とは私 に と っ て 不 可 能 だか らで あ る 。 他 者 は 不 可解 性 を

保 っ た ま ま，しか し私を超越す る こ となく存在す るの だ 。

　「知 」 を価 値 あ る も の と して 見 な し，「学 ぶ 」 とい うこ とに 重

要 性を見 出す 。 こ の よ うな態度の 背景 に は，人 々 の 持つ 知を無

駄に し ない よ うに し よ う，知識 とい う資源 を有 効 利 用 し よ うと

い う考え方が あ る。レ ヴ ィ の 主 張 の うち に も，こ の エ コ ロ ジー

的で もありエ コ ノ ミ
ー

的で もある思 想が 伺え る。しか し，人の

知 を資源 に た とえ た場合，他 者 を単 な る デ
ータベ ース と見 な し

て し まう危 険 （そ れ は ま さ に レ ヴ ィ が 避 け る べ きで あ る と警 告

した 危険で ある ）が 生 ずる。もしt 知や 知識 とは ど こ か に 蓄 積

して お くこ とが で き，必 要な と き に取 り出 す こ とが 可 能 で あ る

もの と理 解する な らば，相 互 に 学 び合 うこ との 本 当 の 意 義が 見

えて こ ない 。そ の 場合，他者 と は単 に 私 の 代 わ りに 様 々 な知 を

記憶する 役割を担うだ けの 存在 と なっ て しま う。
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3．2　知 の 生 成

　 そ もそ も，相 互 的修習に お い て 私 た ち が 交換 しうる の は 単

に ア カ デ ミッ ク な知 識 に 限定 され る わけ で は ない 。職 人の 知 恵

や 技 術 も含 まれ れ ば，い わゆ る サ ブ カ ル チ ャ
ー的 な知 識 も知 識

と 見 な され る。そ れ ど こ ろか，多数 の 中 に埋 もれて しま い が ち

な 少 数 派 の 知，消 え去 ろ うと して い る知 こ そ が 逆 に 尊重 され

る 。なぜ な ら，多 くの 入が 知 らな い こ と をそ の 人 は 知 っ て い る

と い うこ と それ 自体 が ，す で に 評 価 さ れ る か らで あ る （L6vy，

1998 ，p ．　87
−90）。 知識 や知 とい うと，すで に 社会的に 認め ら れ

価値ある もの ，よ り多 くの 人 が 必 要 と し て い る もの と理 解 さ れ

か ね ない が そ うで は な い 。従来 の 価 値 観 に 収 ま らな い もの で

あっ て も，ま た ほ ん の わ ずか な人 に とっ て しか 必要 で な くと も，

こ こ で は 知識 の 名 に値す る の で あ る。

　 そ れ だ け で は な い 。相互 的 fr參習 の 中で 交換 さ れ る 知 は，あ ら

か じめ 有益な情報で ある とか 有用な知識で ある とい うふ うに 限

定さ れ て し まっ て は な ら な い 。そ うで は な くて ，他者 との コ ミ ュ

ニ ケ
ー

シ ョ ン の 中か ら結 果 的 に 生 ず る 動 的 な知 を含 め る 必 要 が

あ る。ど こ か に 蓄積可 能 で ．い つ で も取 り出 しうる ような もの

が 静 的 な知 で あ る とす れ ば．動 的 な知 は ，前 もっ て 確 固 と し た

形 を持 っ た 知 で は ない 。言 うな ら，メ ッ セ
ージの 送 り手 に とっ

て も受 け 手 に とっ て も，そ れ が どの よ うに役 立 ち，知 とな り情

報 とな りうる の か をあ らか じめ わ か っ て い な くと も よい 。む し

ろ ．交 換 を続 け る 中 で ，自分 で も気 づ か ぬ う ち に，他 の 人 に 訴

える情 報 を発 してい た とい うこ とが あ り うるの だ 。 そ うな っ て

こ そ，知識や知 は ア クチ ュ ア ル 化 され，誰 に と っ て も予 期 され

な か っ た 創 造 的 な もの と なる 。こ こ に こ そ，動 的 な 知 の 本 質 が

あ る。メ ッ セ ージ は，どの よ うな 人 に 出会 い ，何 を主題 と し，

ど の よ うな流 れ で 表現 され るか とい う要 素 に大 きく左右 され

る。そ の よ うな要素 を前 もっ て 知 る こ と がで きな い 以 上 ，自分

が何 を知 っ て い て，どうい う情 報 を与 える こ とが で きる の か は，

私 に と っ て す ら未知 なの で あ る 。 知識 や 知は，私 の 記 憶で も，

他 者 の 記憶 で も ない 。そ れ は 匿名の 記憶 で あ り，い わ ば 世 界 の

記 憶 なの だ 。

　 こ うして 相互 的修習 は 何か を知 っ て い る 人 すべ て を巻き込ん

で い く。さ らに言 え ば、何 も知 ら ない よ うに 見 え る 人 々 す ら こ

の 関 係 の うち に含 まれ て い く。 なぜ な ら、従来 の 価値観に よ る

判断か らすれ ば、無知で ある よ うに思える 人 に、何か を知っ て

い る 人 が 向 き合 っ た と き、教 え る 側 は 、教 え る とい う行 為 を通

して 何か を学ぶ か らで あ る。ま た、教 え なが らそ の 人 物が潜在

的 に 持 っ て い る力 を引 き出 しうるか らで あ る。そ の 潜 在 的 な力

は、今度 は逆 に教 え る 側 に 働 きか けて 、別 の エ ネ ル ギーを生 じ

させ る。一見，一方 向 的 に思 われ る関係 に も，相互 的 修 習 は働

い て い る の だ。

　 匿 名性 の うちで は，コ ミ ュ ニ テ ィ は 固定 的 で は な く，入 々 の

興味 や 関心 に 従 っ て メ ン バ ーが 入 れ 替 わ りうる 流動 的 な もの と

な る だ ろ う。また，そ こ で や り と りさ れ る情 報 の 価値 づ け も，

話 題 や メ ン バ ー
に よ っ て 変動 しうる もの とな る。そ の と き，あ

る 人 が 発す る メ ッ セ ージ は ．メ ッ セ ージ が 発信 さ れ た 時点 で は，

誰 か に と っ て役 立 つ とか 価値 が あ る と い うこ と が発 信 者自身に

と っ て は 明 らか で ない とい うこ と もありうる。すなわ ち，情報
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の 価値づ けは 交換の 中 か ら生 ずる もの で あり，外部か らの 押 し

つ けや公 に学校や社会等で 認め ら れ て い る 既成の 価値観 に左 右

さ れ な い と い うこ とで ある 。 価値基 準は 刻 一
刻 と変化 し うる。

交換 さ れ る 情報 は，絶 え間 な く価値評価 さ れ る が ，評価基 準そ

の もの も絶え 間な く変 わ っ て い く。また，同 じメ ッ セ
ージ で あ っ

て も，A とい うコ ミ ュ ニ テ ィ で や りと り さ れ る 場合 と，　 B とい

うコ ミ ュ ニ テ ィ で や りと りされ る 場合で は，評価 も変わ っ て く

る だ ろ う。 全 く正 反対 の 評価 を受ける こ と もあ りうる。さ ら に

言 え ば，A とい うコ ミ ュ ニ テ ィ 内で の や り と りで は 生 じ なか っ

た 情報が ，B とい うコ ミ ュ ニ テ ィ 内か らは メ ン バ ーとの メ ッ

セ ージ交換 に 触発 されて 生 じる とい うこ とさ えあ りえ よ う。情

報 とは，固 定的で 堅 固 な もの ば か りで は な い 。む し ろ ，動 的 で

コ ミ ュ ニ ケ
ーシ ョ ン の 中か ら生 成 して くる もの が 他 者 に と っ

て だ けで はな く自分 に とっ て す ら，本 当 の とこ ろ 価値 あ る もの

な の だ。

　サ イバ ース ペ ース の 匿 名性 を肯 定 す る こ と は，何 らかの 匿名

の 他 者 を畏れ るべ きか，あ る い は匿 名 の 他 者 に同 意 すべ きか と

い う二 分 法 とは別 の 立 場 に 立脚 す る こ と に よ っ て 初 め て 可 能 と

な る。知 識 や知 そ の もの の 匿 名性 が，こ う した 動 的 な コ ミ ュ ニ

ケーシ ョ ン の う ちか ら浮 か び上 が っ て くる とい う，まさ に こ の

こ とこ そ が，相 互 的修習 の 目指す と こ ろ で あ り，最 も重視 され

る べ き点 な の だ。

4 ．ポ リフ ォ ニ ッ クな空 間と して の サ イバー
ス ペ

ー
ス

　相互 的修 習 とい う視点が 導入 さ れ る こ とで．私 た ち は 自ずか

ら他者 を尊重 し承認す る 態度を養うこ とが で きる。相互 的修習

とは 所有物 と し て の 知識 や 知 と い う立 場 を，自他 と もに 放棄す

る こ とで ある 。
こ うし て 匿名性 を経 由 し て 何か を学 ぼ うとす る

姿勢 は，結果 と して 他者の 声に 耳 を傾ける こ とに つ なが る。さ

らに，学 ん だ知 を踏 まえて ，こ の 匿 名性 の 空 間 に 自分 が 残 した

情 報 が．今 度 は未知 の 他 者 に と っ て 問題 を発 見 した り解決 した

りす る き っ か け に な るこ と もあ る。サ イ バ ース ペ ース に お い て

は，必 要 な端 末 を手 に しさ えす れ ば，あ らゆ る人 々 に 発 言 す る

機 会が 与 え られ る。言 い 換 えれ ば，す べ て の 人 々 が相 互 的 な問

題 提 起の や りと りや，新 しい 問題 の 思 わ ぬ 発 見 （ヴ ァ
ーチ ャ ル

化 ），共働 的 で 創 造 的 な解 決 （ア クチ ュ ア ル 化 〉 と い っ た作 業

に 参画 す る こ と が で きる の だ。

　 もっ と も，情 報が 寡 占 され た り，そ の 情 報 へ の ア ク セ ス が集

中的 に 行わ れ る場 合 もあ り，その 場 合 そ う した 知 や情 帳 以外 の

とこ ろ に あ る情 報 の 発信 者 は，こ うし た 匿名性 の 共 同体 に さ し

て 寄与して い ない の で は な い か，とい う反論 もありうる だ ろ う。

しか し こ の とき，前 者 は 多数 に 支持 さ れ て い る が ゆ え に 後者 よ

り も勝 っ て い る とい う基 準 を容易 に 持 ち こ ん で は な ら な い 。そ

の 基 準 こ そが ま さに，従来の 枠組み の うちで 形成 され た価値観

で あ る。こ うし た 批 判 は，相 互 的 修 習 が ，相互 に 問 題 を 提 起

し，発 見 し あ うとい う側 面 を本質的 に も っ て い る こ とを見落 と

して い る 。 知識や 情報が 寡占化 され る とこ ろ で は ，思 い もよ ら

な い 問 題 が あ ら た に 掘 り起 こ さ れ る 可 能性 は 著 し く減 少 して し

ま う。相 互 的修 習 に お い て 交 換 さ れ る の は，無 知そ の もの で も

あ る。こ の 匿 名性 の 共 同体 は，知 の ヒ エ ラ ル キー構 造 に 対 して ，

強 い 抵 抗 力 を しめす。そ して そ こ に お い て こ そ，あ くまで も小

さ な声 で しか な い ，多様 で さ さや か な情 報 が，集合 に お け る 豊

か さ を生 み 出 す もの と して ，自 ら を魅 力 的 に響 か せ る こ とが で

き るの だ。

　私 た ち は今 や，パ フ チ ン が ドス トエ フ ス キ
ー
文学 と結 び つ

けて 展 開 した ポ リフ ォ ニ ーの 思 想 をサ イバ ース ペ ース で 実 現 さ

せ る可 能 性 を語 る こ とが で きる 。
パ フ チ ン に よ れ ば ポ リフ ォ

ニ ッ ク な音 楽の 本 質 は，「声 が ひ と つ ひ と つ 独 立 して い て ，そ

れ で い て 単 旋律 の 音 楽 よ り も高 度 な統一が 行 わ れ る と い う点 に

あ る」 （Bakhtin，1973，　p．34） と い う。サ イバ ース ペ
ー

ス で 奏

で られ るの は ユ ニ ゾ ン で もな く，主旋 律 を多 くの 副 旋律が 支え

る音 楽 で もな い 。中世 後期 か らル ネ サ ン ス に か け て 盛 ん で あ っ

た ポ リフ ォ ニ
ー

音 楽 で は，各旋 律が そ れ ぞれ の 音楽 を歌 う。 そ

の ため に は各自が他 の 人 々 の 声を聞か な けれ ばな らない 。けれ

ど も同時 に，他 の 旋 律 に つ ら れ る こ とが あ っ て は な ら な い 。そ

して ，全 体 と して，集 合 と して 聞 い た場 合，個 々 の 旋律 よ りも

豊 か な音楽が 生 ま れ る の で ある。

　私 た ち
一

人
一

人 は 個 と し て 存在す る 。それ は組 織 や コ ミ ュ ニ

テ ィ の 中 に解消 され て しまうよ うな もの で は ない 。 それ と同時

に，個の 集合 が
一

つ の ポ リ フ ォ ニ ッ ク な 音楽 を奏 で る 。 それ は

決 し て，全 体主義 的で
一

に 還 元 さ れ て し ま うよ うな 集合 で は な

い
。 全 体が た だ一

つ の 目標 に 向か っ た り，た だ一
つ の 価値基準

に よ っ て 動 くわ けで は ない の だ。個の 特性や か けが えの な さは

何 よ りも尊重 され ，そ れ と同時 に，集合 と して も豊 か に な り，

そ れ どこ ろ か ，個 だ けが 独 立 して 存在 して い た の で は得 られ な

い 集合 と して の 力が 生 まれ る の で ある 。

　 こ う し て，目 指 さ れ る の は ，匿名性の うち に 見 出 さ れ る 知

を通 じ て ，絶 えず多様 な 個 を 価値評 価 し続 け る こ と，差 違 こ

そが 集合 の 豊 か さへ とつ な が る と認 め る こ と，そ して また 知

と 問題 提 起 の 交 換 と い う性 格 を持 つ 相 互 的 修 習 に よ っ て ．ダ

イ ナ ミ ッ ク なサ イバ ース ペ ース を再生 産 し続け る こ とで ある 。

こ こ にお い て，私 た ち は ，サ イバ ース ペ ース とい う もの か ら初

め て 明確 に 理 解 さ れ る 倫 理 を見 る こ とが で きる 。こ の よ うな

倫 理 的態 度 は ，匿 名性 に お い て あ る 自己 お よ び他 者 を積極的

に承 認 す る こ と か ら始 ま る。豊 か で 創 意 に満 ち た知 と情 報 が

も た ら され る の は，な ん らか の 知 を 目標 と して 追 う こ と よ り

む しろ，こ う した 倫 理 的 態 度 に よ っ て で あ る こ と を，私た ち

は忘 れ て は なる まい 。

5 ．お わ り に

　以 上 の 議論 は ，今後，サ イ バ ー
ス ペ

ー
ス に 関 わ ら ず，広 く

社会の あ り方 と して 共 生 を 目指す に は ど うす れ ば よ い の か，他

者 を承認する に は ど うすれ ば よ い の か，と い う考察 の
一

つ の 手

が か りと な る だ ろ う。つ ま り，情 報 に 限 ら ず，他者 と ど う向 き

合 うべ きか とい う広義の 倫理 の 問題 へ と 射程 を伸 ば す
’
叮能性 を

もっ て い る とい うこ と で あ る 。 しか し同 時 に，私 た ち は別 の 問

題 も抱 え 込 む。例 え ば ，サ イ バ ー
ス ペ ース に お ける発 言 を許 さ

れ ない 者 た ち を ど の よ うに 掬い 上 げて い くの か。す なわ ち，端
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末 を持 つ こ と な く，従 来 の メ デ ィ ア 空 間の 中 で の み 生 きて い る

人 々 に 対 して ，何 が で きる の か と い う こ と で あ る。彼 らこ そ が，

本来，倫理 の 対象 とすべ き見 えない 弱 者 で は な い の か，とい う

点 に つ い て は，さ ら に 考察 を 進 め て い か なけ れ ば な ら ない 。今

後 の 課題 と した い 。

注

（1）こ こで脱領土 的 とい う語 を 用い た の は，従来の 規範 や枠組 み を超

　 え る新 た な 特性 を形 容 したか っ た が た め で あ る 。 こ れ に 似 た言 葉

　 と して 越 境的 と い う用 語 が あ る が，境 界 を保 持 した まま そ の ラ イ

　 ン を越 える とい うイ メ ージ で あ り，当初 の 境 界 は変化 す る こ とは

　 ない 。そ の 場合，か え っ て 境界が 強化 さ れ る 可 能性 もあ る。こ の

　 意味 に お い て ．サ イバ ース ペ ース は 越 境 的 と い うよ り も脱 領 土 的

　 で ある 。

（2）応 用倫 理 学 の
一

分野 と して の 情 報 倫 理学 分 野 に お け る 諸 々 の

　 書 物，す な わ ち 『情 報倫 理 学』 （越 智貢，土 屋 俊，水 谷 雅 彦編，

　 2000），『情 報倫 理 学入 門 』 （越 智貢編，2004 ）．『コ ン ピ ュータ 倫理

　 学』 （Johnson，2001 ＝2002＞等 々 を ひ も とい て み れ ば．以 上 の 諸

　 問題が 主 に 論 じ ら れ て い る こ と に 気 づ か れ る だ ろ う。こ の よ うな

　 情 報通 信技術 に 関 わ る 「規 範」 と い う意味 に と ど ま ら ない ，哲学

　 や 思 想 を視 野に 入 れ た情報 倫理 も ま た論 じ ら れ る べ きだ とす る 立

　場 もある。例 えば，『情報倫理 の思 想 』 （ル チ ア
ー

ノ
・
フ ロ リデ ィ 他．

　酉垣 通，竹 之内禎編 著訳 ，2007 ） を参照 せ よ 。

  ヴ ァ
ーチ ャ ル は，幻想で あ る と か 存在 を 欠い て い る と理 解 され て ，

　 リ ア リ テ ィ に 対 置 され る こ とが 多い 。しか しレ ヴ ィ は，ヴ ァ
ーチ ャ

　 ル を ア クチ ュ ア ル の 対概念 と して 理 解 し，ヴ ァ
ー

チ ャ ル 化 を 何 ら

　 か の 事 物や 現 象 を 新 た な問 題 提 起的 視 点 か ら切 り取 る こ とだ と見

　 なす。詳 しくは 『ヴァ
ー

チ ャ ル とは何 か1 第一章 （L6vy，1995＝

　 2006） を参考 にせ よ。

（4）ヴ ィ リ リオ は 自ら を哲 学者で は な くまず もっ て 都朮計画 研 究者で

　 あ る と 見な して ，ある ひ とつ の 「脅威」 につ い て 語 る 。「隣に い る

　 人 と遠 くに い る 人 の 問題 は，都 市の 問題」で あ る 。す なわ ち「隣人は，

　 私の そば に い る 人 で ，い っ し ょ に 都市 を形 成 し都市 の 権 利 を 守る

　人 」で あ る。しか し，「都市 の 外 に い る 人 々 は 事実上，異邦 人で あ

　 り敵」で あ っ た。そ うだ とす れ ば，隣 人 を越 え て 異邦 人 とつ なが

　 りうる 今 日の サ イバ ー空間 で は，人 との 関 係 をどの よ うに 築 い て

　 い け ば い い の か。ヴ ィ リ リ オ は 「遠 くに い る 入，す な わ ち 異邦人

　 を愛す る こ と」 は結構 な こ とだが，「隣入 を犠牲 に して まで 遠 くに

　 い る 人 を愛 す る こ とに は，否 」 と言 うほ か ない と主 張 す る （Virilio，

　1998，p．43）c

〔5）ただ し，人間の 「弱 さ vulnerabihty 」の 中 に敢 えて 「強 さ」を見 出 し，

　 ボ ラ ン テ ィ ア 活動 に注 目して．他者 との つ なが りを積極 的 に論 じ

　 よ うとす る人 々 は い る 。 金 子郁容 や干 川剛 史 らの 議論 を 参考 にせ

　 よ。

（6）他 者 を 自 らに 同 化 す るの で は な く，常 に私 を越 え 出 る 他 な る もの

　 と して 現 れ る。そ の よ うな 他者 と私 との 関 係 はす で に倫理 的 で あ

　る。外部か ら到 達す る 他者の 現 前そ の もの が 倫理 な の だ （L6Vinas，

　2005，p．73−84）。

（7）自分 た ち と は全 き意味 で 異 なる他 者 を 差別 した り排 除 した りす

　 る の で は な く，心 か ら もて なす と い う意味で 使 わ れ る 。 伝 統的に

　 こ の 語 hospitalit6は 「歓 待 性 」 と訳 され て き た が，熊 野 は 「他 者

　 を迎 えい れ る こ と 」 と 訳 し 「オ ス ピ タ リ テ 」 と ル ビ をふ っ て い る

　（L6Vinas，　2006，　p．255−257）o

（8）公 共性 とい う概 念の 起 源 と発 展 に つ い て は，ハ
ー

バ
ー

マ ス の 「公

　共 性 の構造 転 換1 にお い て 詳 しい 。と りわ け．1990年新版 へ の 助

　言 を参考 にせ よ。（Habermas，　1962a（1990）＝1973（1994））。また ，

サ イバ ース ペ ース に お ける相互 的修習 　31

　公 共圏 の 機 能や 構造 に つ い て は ，彼の 『事実 性 と妥当性 」 を参照

　せ よ （Habermas ，1962b ＝2002，2003 ）。

（9） 『他 者 の 受 容』 （Habenmas ，1996 ＝2004） の 序文 お よ び 第
一

章

　を参照 せ よ。

（10）こ こ で は 「他者 の 知」 「私 の 知」 と い う表 現 をせ ざる を え なか っ

　た が，実際 は知 を所有物 と考え る こ と 自体 に 疑 問符が つ け ら れ な

　け れ ば な らな い だ ろ う。
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