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要 旨 ** 

本 稿 で は 、COVID-19 と そ の 対 応 へ の 含 意 を 念 頭 に 置 き つ つ 、感 染 症 の 歴 史 を

振 り 返 る 。 古 代 以 来 、 ⼈ ⼝ の 数 ⼗ ％ が 失 わ れ る よ う な 感 染 症 の ⼤ 流 ⾏ が 繰 り 返

さ れ た が 、 近 代 に ⼊ る と 公 衆 衛 ⽣ の 普 及 等 に よ り 、 死 亡 率 は 劇 的 に 低 下 し た 。

1918 年 か ら の イ ン フ ル エ ン ザ ⼤ 流 ⾏ は 、 COVID-19 と 疫 学 的 に は 共 通 す る 部

分 も 多 か っ た が 、社 会 経 済 に 与 え た 影 響 は COVID-19 ほ ど で は な か っ た 。こ う

し た 違 い の 原 因 は 、 こ の 百 年 の 間 に 社 会 的 規 範 が 変 化 し た こ と に 求 め ら れ る 。

社 会 的 規 範 の 変 化 に は 、「 総 ⼒ 戦 」思 想 の 浸 透 と 、近 代 的 な ⽣ 存 権 の 確 ⽴ が 寄 与

し た と 考 え ら れ る 。COVID-19 へ の 対 応 の 中 で 、経 済 学 は 実 証 的（ positive）な

分 析 の ⾯ で 現 実 的 な 処 ⽅ 箋 を 考 え る た め の 有 ⽤ な ツ ー ル で あ る こ と を ⽰ し た ⼀

⽅ 、規 範 的（ normative）な 分 析 の ⾯ で 経 済 学 は 万 能 で は な い 。⾃ 然 科 学 だ け で

な く 、 歴 史 や 哲 学 な ど の ⼈ ⽂ 科 学 と 対 話 、 協 業 す る こ と で 、 社 会 科 学 と し て の

経 済 学 の 地 平 が さ ら に 広 が る と 考 え ら え る 。  
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１ ． は じ め に ： 感 染 症 と 社 会 経 済  

 本 稿 で は 、COVID-19 の 感 染 拡 ⼤ を 受 け て 感 染 症 の 歴 史 へ の 関 ⼼ が ⾼ ま っ て

い る 中 に あ っ て 、21 世 紀 に ⽣ き る わ れ わ れ が 感 染 症 の 歴 史 か ら 何 を 学 ぶ こ と が

で き る の か を 考 え て み た い 。 そ の 際 、 感 染 症 そ の も の の 影 響 に 加 え て 、 感 染 症

に 対 す る ⼈ 類 の 対 応 と 、 こ う し た 対 応 が 社 会 や 経 済 に 対 し て 及 ぼ し た 影 響 を も

視 野 に ⼊ れ て 検 討 を ⾏ い 、 あ わ せ て 現 代 へ の 含 意 を 探 る こ と と し た い 。  

 

（ 図 1） 感 染 症 流 ⾏ と 対 策 の 図 式 （ SIR モ デ ル ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 出 所 ） 野 ⼝ 晴 ⼦ ⽒ の ご 教 ⽰ に よ る 。  

 

 病 理 学 的 に み た 感 染 症 の ヒ ト に 対 す る 影 響 は 、⼈ 体 へ の 病 原 体 の 進 ⼊（ 感 染 ）

⇒ 感 染 者 の 発 症 ⇒ 発 症 者 の 重 症 化 ⇒ 最 悪 の 場 合 に 死 に ⾄ る 、 と い う 経 過 を た ど

る 。こ こ で は 、感 染 症 分 析 に し ば し ば 使 わ れ る 疫 学 モ デ ル で あ る SIR モ デ ル を

⾏ 動 変 容 、 感 染 者 の

早 期 隔 離 に よ り I↓  

感 受 性 保 持 者

(Susceptible) 

感 染 者  

(Infected) 

免 疫 保 持 者  

(Recovered) 

重 症 化 ・ 死 亡  

ワ ク チ ン の

開 発 ・ 普 及

に よ り R↑  

創 薬 に よ り  

重 症 化 ・ 死 亡 ↓  
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⽤ い て 図 式 化 を ⾏ う（ 図 1）。SIR モ デ ル で は 、社 会 全 体 の ⼈ ⼝ を 、感 受 性 保 持

者（ Susceptible）、感 染 者（ Infected）、免 疫 保 持 者（ Recovered）の 3 種 類 に 分

類 す る 1。新 規 の 感 染 症 が 流 ⾏ す る 前 の 段 階 で は 、全 ⼈ ⼝ が 感 受 性 保 持 者 で あ る

と 想 定 す る 。 感 染 症 対 策 が 採 ら れ な い 状 況 で は 、 感 受 性 保 持 者 の う ち 、 感 染 し

て 感 染 者 と な っ た 者 が 他 の 感 受 性 保 持 者 と 接 触 し て 感 染 さ せ る こ と で 、 新 た に

感 受 性 保 持 者 か ら 感 染 者 と な る も の が 発 ⽣ す る（ 感 染 症 の 流 ⾏ ）。感 染 者 は 、治

癒 す る と 免 疫 保 持 者 と な り 、 再 度 感 染 す る こ と は な く 、 他 の 感 受 性 保 持 者 と 接

触 し て も 、感 染 さ せ る こ と は な い 。全 ⼈ ⼝ の あ る ⼀ 定 割 合 が S→ I→ R へ と 移 ⾏

し て 免 疫 保 持 者 と な る と 、 感 染 症 の 流 ⾏ は 収 束 す る 。 そ の 過 程 で 、 感 染 者 の 中

に は 重 症 化 し 、 死 に ⾄ る 者 も 出 て く る 。  

感 染 症 対 策 は 、 発 症 者 の 死 亡 と い う 最 悪 の 結 果 を 回 避 す る と と も に 、 重 症 化

を 防 ぎ 、 発 症 者 の ⽣ 活 の 質 （ QOL: quality of life） を 維 持 ・ 向 上 さ せ る た め に

実 施 さ れ る 。  

感 染 症 対 策 の う ち 、 医 学 の 分 野 に 属 す る 有 効 な ワ ク チ ン の 開 発 ・ 普 及 は 、 感

受 性 保 持 者（ S）が 感 染 者（ I）を 経 ず に 免 疫 保 持 者（ R）へ と 移 ⾏ す る こ と で 、

重 症 化 や 死 亡 の リ ス ク を 軽 減 す る 。 同 じ く 医 学 の 分 野 に 属 す る 有 効 な 治 療 薬 の

開 発 ・ 普 及 は 、 感 染 者 が 重 症 化 し 、 最 悪 の 場 合 に 死 に ⾄ る リ ス ク を 抑 制 す る 。  

⼀ ⽅ 、 感 染 者 の 早 期 隔 離 や 、 密 閉 ・ 密 集 ・ 密 接 と い う 感 染 し や す い 環 境 （ い

わ ゆ る「 3 密 」）の 回 避 お よ び マ ス ク 着 ⽤ や ⼿ 洗 い の 励 ⾏ な ど の ⾏ 動 変 容 は 、感

染 者 と 感 受 性 保 持 者 の 接 触 の 機 会 を 減 ら し た り 、 仮 に 接 触 し た 場 合 で も 感 染 す

る 可 能 性 を ⼩ さ く し た り す る こ と に よ っ て 、 感 染 者 の 発 ⽣ を 抑 制 す る 。 い ず れ

も ⼀ 義 的 に は 公 衆 衛 ⽣ 上 の 措 置 で あ る が 、今 回 、COVID-19 対 策 と し て 採 ら れ

た 「 3 密 」 の 回 避 に 向 け た 社 会 経 済 活 動 の 制 限 は 、 公 衆 衛 ⽣ に と ど ま ら ず 、 ⽇

常 ⽣ 活 な ら び に ⼀ 般 経 済 活 動 に ⼤ き な 制 約 を 課 し 、 ⼈ 類 全 体 に 多 ⼤ な る 影 響 を

及 ぼ す こ と と な っ た 。 こ の 結 果 、 感 染 拡 ⼤ の 抑 制 と ⽇ 常 ⽣ 活 ・ 経 済 活 動 へ の 影

響 と の 兼 ね 合 い が 政 策 上 の 重 要 課 題 と な り 、医 学 に と ど ま ら ず 経 済 学 や 法 律 学 、

政 治 学 、 社 会 学 な ど の 社 会 科 学 を 含 め た 総 合 的 な 対 策 が 議 論 の 俎 上 に 上 る こ と

と な っ た 。 感 染 症 対 策 の ⼀ 環 と し て 、 社 会 科 学 と し て の 経 済 学 が 医 学 を は じ め

                                                       
1 SIR モ デ ル の 考 え ⽅ に つ い て は 久 保 ⽥ （ 2021: 5-8） を 参 照 。  
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と す る 他 分 野 と 協 業 す る こ と の ⼀ 義 的 な 根 拠 は 、 こ の 点 に 求 め ら れ る 。  

 以 下 、本 稿 で は 、COVID-19 と そ の 対 応 へ の 含 意 を 念 頭 に 置 き つ つ 、感 染 症

の 歴 史 を 振 り 返 っ て み た い 。 第 2 節 で は 、 先 ⾏ 研 究 に 基 づ い て 、 歴 史 上 の 感 染

症 ⼤ 流 ⾏（ Pandemic）を 概 観 す る 。ま ず 、古 代 以 来 の 主 な 感 染 症 ⼤ 流 ⾏ を ⽐ 較

す る 。 次 に 、 近 代 に お け る 変 化 、 と く に 産 業 ⾰ 命 以 降 の 都 市 化 の 進 展 、 公 衆 衛

⽣ を 含 め た 予 防 法 と 治 療 法 の 発 展 の 影 響 を 整 理 す る 。 続 い て 、 感 染 症 の 流 ⾏ が

社 会 経 済 に 与 え た 影 響 に つ い て 振 り 返 る 。第 3 節 で は 、COVID-19 と ⽐ 較 さ れ

る こ と の 多 い 百 年 前 の イ ン フ ル エ ン ザ ⼤ 流 ⾏（ 1918〜 1920 年 ）に つ い て 、同 時

代 の 記 録 を も と に 当 時 の 感 染 状 況 と 経 済 へ の 影 響 に つ い て 若 ⼲ の 考 察 を ⾏ い 、

今 ⽇ と の ⽐ 較 と 、 そ の 歴 史 的 背 景 に つ い て 検 討 す る 。 第 4 節 で は 、 今 ⽇ へ の 含

意 を 考 え る 。 そ の 際 、 と く に 経 済 学 と 他 分 野 と の 協 業 の 可 能 性 と 協 業 を 進 め る

に あ た っ て の 留 意 点 に 着 ⽬ し た い 。 第 5 節 は 結 び で あ る 。  

 

２ ． 歴 史 上 の 感 染 症 ⼤ 流 ⾏  

（ １ ） 前 近 代 の 感 染 症 ⼤ 流 ⾏ の 社 会 経 済 へ の 影 響 ： 労 働 市 場 を 中 ⼼ に  

 前 近 代 の 感 染 症 と し て は 、「 ⿊ 死 病 」（ the black death） と 呼 ば れ 、 14 世 紀 中

頃 に ユ ー ラ シ ア ⼤ 陸 の 広 範 な 地 域 で 広 が っ た ペ ス ト の ⼤ 流 ⾏ が 有 名 で あ る 。 先

⾏ 研 究 に よ れ ば 、 こ の と き の 死 亡 率 は 、 ヨ ー ロ ッ パ お よ び 地 中 海 沿 岸 の 地 域 で

全 ⼈ ⼝ の 35〜 60％ に 達 し た 。 ペ ス ト は 、 こ の と き 以 外 に も 6 世 紀 、 17 世 紀 、

19 世 紀 末 か ら 現 在 と 数 回 に わ た り ⼤ 流 ⾏ が 観 察 さ れ て い る（ Alfani and Murphy 

2017）。ま た 、前 近 代 に お い て は 、ペ ス ト 以 外 に も 死 亡 率 が 流 ⾏ 地 域 の ⼈ ⼝ の 数

⼗ ％ に 達 す る 感 染 症 の ⼤ 流 ⾏ が 発 ⽣ し て い る 。と く に 、15 世 紀 末 に 開 始 さ れ た

ユ ー ラ シ ア ⼤ 陸 と ア メ リ カ ⼤ 陸 と の ⼈ 的 交 流（「 コ ロ ン ブ ス の 交 換 」Columbian 

exchange）に よ り 、天 然 痘 、発 疹 チ フ ス 、は し か（ ⿇ 疹 ）、イ ン フ ル エ ン ザ 等 、

従 来 ユ ー ラ シ ア ⼤ 陸 に 存 在 し て い た 感 染 症 が ア メ リ カ ⼤ 陸 に 持 ち 込 ま れ 、 過 酷

な 植 ⺠ 地 ⽀ 配 の 影 響 と あ わ せ て 、1 世 紀 半 の 間 に 先 住 ⺠ の ⼈ ⼝ の 80〜 90％ が 失

わ れ た と さ れ て い る （ 表 1） 2。  

以 下 で は 、 主 と し て Alfani（ 2020）に 依 拠 し つ つ 、前 近 代 の 感 染 症 ⼤ 流 ⾏ の

                                                       
2 詳 細 は 鎮 ⽬ （ 2021a） を 参 照 。  
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社 会 経 済 と り わ け 労 働 市 場 と 格 差 へ の 影 響 に つ い て 整 理 す る 。 結 論 を 先 取 り す

れ ば 、 歴 史 的 に 観 測 さ れ る 事 実 か ら は 、 ① 感 染 症 の 流 ⾏ 拡 ⼤ が 労 働 市 場 を は じ

め と す る 社 会 や 経 済 に 与 え る 影 響 は 、 感 染 症 そ の も の だ け で な く 、 社 会 の 制 度

的 枠 組 み 、 ⼈ ⼝ の 集 積 、 政 府 や 個 ⼈ 、 企 業 な ど の 感 染 症 へ の 対 応 と い っ た ⼈ 間

の 営 み（ human agency）に 依 存 す る ⾯ が ⼤ き く 、労 働 ⼈ ⼝ の 減 少 が 労 働 需 給 の

ひ っ 迫 や 実 質 賃 ⾦ の 上 昇 に 直 結 す る も の で は な か っ た こ と 、 ② 感 染 症 の 流 ⾏ が

所 得 や 資 産 の 分 配 に 与 え た 影 響 も ⼀ 様 で は な か っ た こ と が ⽰ さ れ る 。  

Alfani は 、14 世 紀 の「 ⿊ 死 病 」の 後 に ⾮ 熟 練 労 働 者 の 実 質 賃 ⾦ 上 昇 と 資 産 格

差 の 縮 ⼩ が 観 測 さ れ た 3と し つ つ 、他 の 感 染 症 ⼤ 流 ⾏ に は 必 ず し も 同 様 の 実 質 賃

⾦ 上 昇 や 資 産 格 差 縮 ⼩ が 観 測 さ れ て い た わ け で は な く 、 ま た 、 表 ⾯ 的 に 格 差 が

縮 ⼩ し た よ う に み え る 場 合 で も 、 実 態 は 感 染 症 に 対 し て 脆 弱 な 状 況 に 置 か れ た

貧 困 層 の 死 亡 率 が 差 別 や 放 置 な ど に よ り 他 の 層 に ⽐ べ て ⾼ か っ た 結 果 で あ っ た

事 例 も 存 在 す る こ と か ら 、 統 計 上 の 数 値 の み を も っ て 格 差 が 是 正 さ れ た と み な

す べ き で は な い と す る 。 ま た 、 感 染 症 の ⼤ 流 ⾏ に よ る 死 亡 率 の 上 昇 が ⾮ 熟 練 労

働 者 の 実 質 賃 ⾦ の 上 昇 や 資 産 格 差 の 縮 ⼩ に つ な が る か ど う か は 、 例 え ば 、 移 ⺠

受 け ⼊ れ の 可 能 性 （ 移 ⺠ の 受 け ⼊ れ が 容 易 で あ れ ば 実 質 賃 ⾦ の 上 昇 は 抑 制 さ れ

る ）、相 続 制 度 の 違 い（ 分 割 相 続 制 度 は 単 独 相 続 制 度 に ⽐ べ 相 続 に よ り 格 差 が 縮

⼩ し や す い ） な ど 、 ⼈ ⼝ 移 動 や 社 会 制 度 の 影 響 に ⼤ き く 依 存 す る と す る 。 さ ら

に 、 感 染 症 の 流 ⾏ が ⼈ 的 資 本 の 毀 損 を 通 じ て 労 働 の 価 値 に 与 え た 影 響 も ⼤ き か

っ た と す る 。 全 体 と し て 、 前 近 代 に お い て 、 感 染 症 の 直 接 的 影 響 も さ る こ と な

が ら 、 制 度 や 慣 習 、 政 策 と い っ た ⼈ 間 の 営 み が 果 た し た 役 割 が ⼤ き か っ た と 論

じ て い る 。  

 

（ ２ ） 近 代 に お け る 感 染 症 対 策 の 進 展 と そ の 含 意  

以 下 で は 、主 と し て Easterlin（ 1999）に 依 拠 し つ つ 、近 代 に ⼊ っ て か ら の 感

染 症 流 ⾏ 対 策 の 進 展 と そ の 結 果 と し て の 死 亡 率 の 低 下 、 な ら び に そ の 含 意 を み

て い く 。  

                                                       
3 ア レ ン （ 2017: 47 ⾴ 、 原 著 は 2009 年 ） も 、 産 業 ⾰ 命 の 前 提 と し て の 15 世
紀 イ ギ リ ス に お け る ⾼ 賃 ⾦ は 「 1348〜 49 年 の ⿊ 死 病 の 遺 産 」 と し て い る 。  
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Easterlin は 、 イ ン グ ラ ン ド お よ び ウ ェ ー ル ズ 地 域 に お け る 16 世 紀 中 葉 か ら

20 世 紀 末 ま で の ⻑ 期 に わ た る 平 均 寿 命 の 推 移 を み る と 、 1871 年 頃 を 境 に そ れ

ま で 横 這 い で 推 移 し て い た 平 均 寿 命 が 急 激 に 伸 ⻑ し た こ と 、 ス ウ ェ ー デ ン 、 フ

ラ ン ス 、 ⽇ 本 、 ブ ラ ジ ル 、 イ ン ド で も 、 時 期 は 前 後 す る が 平 均 寿 命 が 急 激 に 伸

⻑ す る 時 期 が 存 在 す る こ と を ⽰ し た 。 そ し て 、 イ ギ リ ス に お い て 産 業 ⾰ 命 が 本

格 化 し て い た 19 世 紀 前 半 に お い て は 、 所 得 ⽔ 準 と ⽣ 活 ⽔ 準 の 向 上 が 平 均 寿 命

を ⾼ め る 効 果 と 、 都 市 へ の ⼈ ⼝ 集 中 と 都 市 部 の 衛 ⽣ 環 境 悪 化 が 平 均 寿 命 を 低 め

る 効 果 が 互 い に 打 ち 消 し あ う か た ち で 、 平 均 寿 命 が 伸 び 悩 ん で い た と す る 。 次

に 、19 世 紀 後 半 以 降 、継 続 的 に 平 均 寿 命 が 伸 ⻑ し た 背 景 に 感 染 症 死 亡 率 の 低 下

を 挙 げ 、そ の 要 因 と し て 、① 19 世 紀 中 葉 以 降 、公 衆 衛 ⽣ の 普 及 な ど 、感 染 防 ⽌

の ⽅ 法 が 導 ⼊ さ れ た こ と 、② 1890 年 代 以 降 、ワ ク チ ン の 開 発 が 進 ん だ こ と 、③

1930 年 代 以 降 、新 た な 感 染 症 の 治 療 薬 が 開 発 さ れ た こ と 、の 3 点 を 挙 げ る 。と

く に 、 所 得 ⽔ 準 な ら び に ⽣ 活 ⽔ 準 の 上 昇 と あ わ せ て 公 衆 衛 ⽣ の 普 及 等 に よ り 衛

⽣ 環 境 が 改 善 し た こ と で 、 産 業 化 に 伴 う 都 市 部 へ の ⼈ ⼝ 集 中 の 悪 影 響 を 凌 駕 す

る か た ち で 平 均 寿 命 の 伸 ⻑ が 始 ま っ た こ と を 強 調 す る 。  

 Alfani（ 2020） は 、 近 代 に お け る 感 染 症 死 亡 率 の 低 下 に よ り 、 感 染 症 流 ⾏ に

よ る 労 働 需 給 の ひ っ 迫 が 軽 減 さ れ 、 ⾮ 熟 練 労 働 者 の 実 質 賃 ⾦ 上 昇 を 抑 制 す る 効

果 が あ っ た ⼀ ⽅ 、 公 衆 衛 ⽣ の 浸 透 は 、 貧 困 層 を 含 め た 健 康 ・ ⽣ 活 ⽔ 準 の 向 上 を

通 じ て 、 社 会 全 体 と し て 感 染 症 へ の 抵 抗 ⼒ を ⾼ め た 可 能 性 が あ る と 指 摘 す る 。

こ れ を 感 染 症 が 社 会 経 済 に 与 え る 影 響 と い う 観 点 か ら み る と 、近 代 に お い て は 、

公 衆 衛 ⽣ 学 を は じ め と す る 医 学 の 進 展 と そ の 普 及 に よ り 、 感 染 症 死 亡 率 が 低 下

し た た め 、 感 染 症 ⾃ 体 が 社 会 経 済 に 与 え る 直 接 的 な 影 響 は 前 近 代 に ⽐ べ て よ り

縮 ⼩ し 、 制 度 や 慣 習 、 政 策 と い っ た ⼈ 間 の 営 み を 通 じ た 間 接 的 な 影 響 が 相 対 的

に よ り 重 要 な も の と な っ た と 考 え ら れ る 。  

 

３ ． 1918 年 か ら の イ ン フ ル エ ン ザ 流 ⾏ 4 

（ １ ） 世 界 的 な イ ン フ ル エ ン ザ の ⼤ 流 ⾏  

 第 1 次 ⼤ 戦 末 期 の 1918 年 か ら 世 界 的 に 流 ⾏ し た イ ン フ ル エ ン ザ （ い わ ゆ る

                                                       
4 本 節 の 記 述 の 詳 細 に つ い て は 、 鎮 ⽬ （ 2021b） を あ わ せ て 参 照 さ れ た い 。  
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「 ス ペ イ ン ⾵ 邪 」： Spanish Flu） は 、 収 束 ま で に 2 年 以 上 を 要 し 、 こ の 間 に 37

〜 46 百 万 ⼈ 程 度 の 死 者 が 出 た と さ れ る（ 表 2、ク ロ ス ビ ー 2004、Athukorala and 

Athukorala 2020）。こ の 死 者 数 は 当 時 の 世 界 ⼈ ⼝ の 2％ 強 で あ り 、前 近 代 に お け

る ⼤ 流 ⾏ に ⽐ べ れ ば ⼈ ⼝ 対 ⽐ で み た 死 亡 率 は ⼤ 幅 に 低 下 し た が 、 そ れ で も 第 1

次 ⼤ 戦 の 死 者 数 （ 1 千 万 ⼈ 程 度 ） の ほ ぼ 4 倍 に 相 当 す る も の で あ っ た 。 こ の う

ち 、 ア ジ ア に お け る 死 者 数 が 24〜 32 百 万 ⼈ と 全 世 界 の 7 割 程 度 を 占 め 、 中 で

も 英 領 イ ン ド の 死 者 数 は 1670〜 1850 万 ⼈ 、 死 亡 率 は ⼈ ⼝ の 5〜 6％ に 達 し た 。

⼀ ⽅ 、 欧 ⽶ で の 死 者 数 は 、 ヨ ー ロ ッ パ が 500 万 ⼈ 台 、 北 ア メ リ カ が 59〜 73 万

⼈ と 推 定 さ れ 、 死 亡 率 は い ず れ の 地 域 も ⼈ ⼝ の 1％ 未 満 で あ っ た 。 な お 、 こ の

と き の イ ン フ ル エ ン ザ の 発 祥 地 は ス ペ イ ン で は な く 、「 ス ペ イ ン ⾵ 邪 」と い う 俗

称 の 由 来 は 、 第 ⼀ 次 ⼤ 戦 の 交 戦 国 が ⾃ 国 内 で の 感 染 状 況 を 秘 匿 す る 中 で 、 中 ⽴

国 で あ っ た ス ペ イ ン か ら の 情 報 が 世 界 に 向 け て 発 信 さ れ た こ と に よ る 。 誤 解 を

避 け る た め 、 以 下 本 稿 で は 「 ス ペ イ ン ⾵ 邪 」 と い う 表 現 は ⽤ い ず 、 感 染 拡 ⼤ が

始 ま っ た 年 を 冠 し て 「 1918 年 の イ ン フ ル エ ン ザ 」 と 呼 ぶ こ と と す る 。  

 

（ 表 2） 1918 年 の イ ン フ ル エ ン ザ に よ る 死 者 数 と 死 亡 率  

 

 発 祥 地 は 不 明 な が ら 、 感 染 の 第 1 波 は 1918 年 3 ⽉ 頃 に ア メ リ カ 中 ⻄ 部 で 最

死者数（千⼈） 死亡率（％）
世界 36,909-46,404 2.0-2.5

アジア 24,232-32,498 2.5-3.5
東アジア 4,664-10,305 0.9-1.9

⽇本 453-517 0.8-0.9
中国 4,000-9,500 0.8-2.0
朝鮮 185-235 1.1-1.4
台湾 26-53 0.7-1.4

東南アジア 1,719-2,049 2.4-2.9
南アジア 17,097-18,890 5.4-6.0

うち英領インド 16,700-18,500 5.5-6.1
北⽶ 588-726 0.5-0.7
中南⽶ 900-1,053 1.1-1.5
ヨーロッパ 4,997-5,694 0.5-0.7
中東 1,800 7.5
アフリカ 2,207-2,268 3.5-3.6

（出所）Athukorala and Athukorala (2020)。
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初 に 観 測 さ れ た 後 、 ヨ ー ロ ッ パ に 拡 が り 、 7 ⽉ ま で に 北 ア フ リ カ 、 イ ン ド 、 中

国 、オ ー ス ト ラ リ ア に 到 達 し た 。第 2 波 は 同 年 8 ⽉ 末 頃 に フ ラ ン ス で 最 初 に 観

測 さ れ た 後 、急 速 に 全 世 界 に 拡 ⼤ し た 。第 3 波 は 、1918 年 冬 か ら 1919 年 春 に

か け て 、 世 界 の 多 く の 地 域 で 観 測 さ れ た 。 第 1 次 ⼤ 戦 の ヨ ー ロ ッ パ 戦 線 に 動 員

さ れ た ア メ リ カ 軍 兵 ⼠ か ら 、 前 線 を 挟 ん で 友 軍 、 敵 軍 を 問 わ ず 感 染 が 拡 が り 、

負 傷 、 疾 病 の た め の 療 養 や 復 員 等 に よ り 軍 隊 外 へ も 感 染 が 拡 ⼤ し た と さ れ る 。  

 

（ ２ ） ⽇ 本 に お け る 流 ⾏ 状 況  

 ⽇ 本 に お け る 流 ⾏ 状 況 と そ の 対 策 に つ い て は 、 内 務 省 衛 ⽣ 局 が 1922 年 に 詳

細 な 報 告 書 『 流 ⾏ 性 感 冒 』 を ま と め て い る 。 こ れ に よ る と 、 1918 年 か ら 1921

年 に か け て 3 回 の 流 ⾏ の 波 が 観 測 さ れ 、 死 者 数 は 合 計 39 万 ⼈ 、 全 ⼈ ⼝ に 対 す

る 死 亡 率 は 0.7％ と さ れ て い る 5。こ れ に 対 し て 、 速 ⽔ （ 2006）は 、超 過 死 亡 者

数（ 通 常 年 と ⽐ 較 し た 死 亡 数 の 変 動 ）を ⽤ い た 推 計（ 以 下 、速 ⽔ 推 計 ）を ⾏ い 、

1918 年 か ら 1920 年 に か け て 2 回 の 流 ⾏ の 波 が あ っ た と し た う え で 、死 者 数 45

万 ⼈ 、 ⼈ ⼝ に 対 す る 死 亡 率 0.8％ と の 数 字 を ⽰ し て い る 。 ま た 、 Richard et al.

（ 2009）は 、同 じ く 超 過 死 亡 率 を ⽤ い た 推 計 に よ り 、1918 年 か ら 1920 年 に か

け て の イ ン フ ル エ ン ザ に よ る 死 者 数 を 48 万 ⼈（ ⽉ 次 統 計 を ⽤ い た 推 計 、以 下 、

Richard ⽉ 次 推 計 ） な い し 53 万 ⼈ （ 年 次 統 計 を ⽤ い た 推 計 、 以 下 、 Richard 年

次 推 計 ）、⼈ ⼝ に 対 す る 死 亡 率 を 0.87％（ ⽉ 次 統 計 を ⽤ い た 推 計 ）な い し 0.97％

（ 年 次 統 計 を ⽤ い た 推 計 ） と し て い る 。 ⼈ ⼝ ⽐ で み た 死 亡 率 1％ 弱 と い う ⽔ 準

は 、 ア ジ ア の 中 で は 低 く 、 欧 ⽶ に ほ ぼ 匹 敵 す る か そ れ を や や 上 回 る ⽔ 準 で あ っ

た と ⾔ え る 。 ⽇ 本 に お け る 流 ⾏ の 経 緯 に つ い て 、 内 務 省 衛 ⽣ 局 （ 1922: 84） で

は 、 以 下 の よ う に 記 し て い る （ 以 下 同 書 か ら の 引 ⽤ は カ タ カ ナ お よ び 旧 字 体 を

ひ ら が な お よ び 新 字 体 に 改 め 濁 点 を 補 っ た ）。  

 

                                                       
5 内 務 省 衛 ⽣ 局 （ 1922） で は 、 1918 年 8 ⽉ 〜 1919 年 7 ⽉ 、 1919 年 10 ⽉ 〜
1920 年 7 ⽉ 、 1920 年 8 ⽉ 〜 1921 年 7 ⽉ の 計 3 回 の 流 ⾏ を 記 載 し て い る 。 も
っ と も 、 第 3 波 は 規 模 も ⼩ さ く 、 同 じ イ ン フ ル エ ン ザ ・ ウ イ ル ス 株 に よ る も
の か ど う か も 不 明 で あ る （ 速 ⽔ 2006: 261 注 1）  
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船 舶 の 往 来 、 通 商 の 繁 劇 を 加 へ た る 今 次 の 流 ⾏ に 於 て 我 国 亦 之 が 侵 襲 を

受 く る に ⾄ り し は 到 底 免 れ 得 ざ る 所 な り し な り 。 即 ち 本 邦 に 於 て は ⻄ 欧

の 流 ⾏ に 後 る る こ と 三 、 四 箇 ⽉ ⼤ 正 七 年 ⼋ ⽉ 下 旬 よ り 九 ⽉ 上 旬 に ⾄ り 初

め て 蔓 延 の 兆 を 呈 し 忽 ち 急 速 な る 勢 を 以 て 全 国 に 蔓 延 し 、 爾 来 ⼤ 正 ⼗ 年

七 ⽉ に ⾄ る ま で 三 回 の 流 ⾏ を 反 復 せ り 。・ ・ ・ 本 邦 に 於 け る 伝 播 の 状 況 に

就 き て も 殆 ん ど 秩 序 あ る 系 統 を ⽰ さ ざ る を 以 て 海 外 よ り の 侵 ⼊ 径 路 並 に

其 の 内 地 に 於 け る 原 発 地 は 全 く 不 明 な り と 云 ふ の 外 な し 。  

 

（ 図 2） 朝 ⽇ 新 聞 と 読 売 新 聞 に 掲 載 さ れ た イ ン フ ル エ ン ザ 関 係 記 事 数  

 
（ 注 ）朝 ⽇ 新 聞 と 読 売 新 聞 の 本 社 版 に つ い て 、「 感 冒 」「 流 感 」「 イ ン フ ル エ ン ザ 」

の い ず れ か の 語 を 含 む 記 事 の 数 （ 広 告 を 含 む ）。  

（ 資 料 ） 朝 ⽇ 新 聞 記 事 検 索 デ ー タ ベ ー ス 「 聞 蔵 Ⅱ ビ ジ ュ ア ル 」 な ら び に 読 売 新

聞 記 事 デ ー タ ベ ー ス 「 ヨ ミ ダ ス 歴 史 館 」。  

 

⽉ 別 の 死 者 数 を 推 計 し た 速 ⽔ （ 2006: 240） や Richard et al.（ 2009: 1064）

に よ る と 、 ⽇ 本 全 体 と し て の 流 ⾏ の ピ ー ク は 、 第 1 波 が 1918 年 11 ⽉ 、 第 2

波 が 1920 年 1 ⽉ で あ っ た 。 こ の こ と は 新 聞 等 に よ り ほ ぼ リ ア ル タ イ ム で 国 ⺠

に 周 知 さ れ て い た 。 朝 ⽇ 新 聞 、 読 売 新 聞 の 2 紙 （ 本 社 版 ） に つ い て 、「 感 冒 」

「 流 感 」「 イ ン フ ル エ ン ザ 」 の い ず れ か の 語 を 含 む 記 事 （ 広 告 を 含 む ） の 数 を

み る と 、 1917 年 の 17 件 か ら 1918 年 257 件 、 1919 年 298 件 、 1920 年 401 件
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へ と 激 増 、 1921 年 に は 101 件 と 減 少 し た 。 こ れ を ⽉ 別 に み る と 、 1918 年 11

⽉ 121 件 、 1919 年 2 ⽉ 137 件 、 1920 年 1 ⽉ 223 件 の 3 回 の ピ ー ク が あ っ た

（ 図 2） 6。 1918 年 7 ⽉ 頃 か ら 海 外 で の イ ン フ ル エ ン ザ の 流 ⾏ が 伝 え ら れ て い

た （ 7 ⽉ 18 ⽇ 付 朝 ⽇ 新 聞 「 孟 買 イ ン フ ル エ ン ザ 猖 獗 」 な ど ） が 、 同 年 10 ⽉ に

⼊ る と 、 国 内 の 軍 隊 や 学 校 な ど に お け る 集 団 感 染 が 報 じ ら れ る よ う に な り 、 そ

の 後 は 都 市 部 を 中 ⼼ に 全 国 で 急 速 に 流 ⾏ が 拡 ⼤ し て い く 様 ⼦ が 伝 え ら れ て い る

（ 鎮 ⽬ 2021b: 215-216）。  

 

（ 表 3） イ ン フ ル エ ン ザ に よ る ⽇ 本 国 内 の 発 症 者 数 ・ 死 者 数  

（ 単 位 ： 千 ⼈ 、 ％ ）  

 衛⽣局推計 速⽔推計 Richard 推計 

⽉次推計 年次推計 

 発 症 者

(a) 

死者 

(b) 

致死率 

(a/b) 

⼈⼝⽐ 

発症率 

⼈⼝⽐ 

死亡率 

死者 ⼈⼝⽐ 

死亡率 

死者 ⼈⼝⽐ 

死亡率 

死者 ⼈⼝⽐ 

死亡率 

第 1 波 21,168.4 257.4 1.22 37.58 0.46 266.5 0.47 299.7 0.54 n.a. n.a. 

第 2 波 2,412.1 127.7 5.29 4.28 0.23 186.7 0.33 181.8 0.33 n.a. n.a. 

計 23,580.5 385.0 1.63 41.86 0.68 453.2 0.80 481.5 0.87 532.1 0.97 

（ 注 1）  四 捨 五 ⼊ の 関 係 で 合 計 は 必 ず し も 内 訳 と ⼀ 致 し な い 。  

（ 注 2）  衛 ⽣ 局 推 計 、速 ⽔ 推 計 の ⼈ ⼝ ⽐ 発 症 率 お よ び 死 亡 率 は 1917 年 末 の 推

定 ⼈ ⼝ ⽐ 。  

資 料 ： 内 務 省 衛 ⽣ 局 （ 1922）、 速 ⽔ （ 2006）、 Richard et al.（ 2009）。  

 

内 務 省 衛 ⽣ 局（ 1922）に は 、第 1 波 、第 2 波 に つ い て 、死 者 数 と 発 症 者 数 が

道 府 県 別 に 記 載 さ れ て い る（ 以 下 、衛 ⽣ 局 推 計 ）。衛 ⽣ 局 推 計 に つ い て 速 ⽔（ 2006: 

235-236）は 、統 計 に 不 完 全 な 部 分 が あ り 、過 ⼩ 推 計 と な っ て い る 可 能 性 を 指 摘

し て い る 。 表 3 は 、 衛 ⽣ 局 推 計 、 速 ⽔ 推 計 、 Richard ⽉ 次 推 計 （ 以 上 は 第 1 波

と 第 2 波 ）、Richard 年 次 推 計（ 第 1 波 と 第 2 波 の 合 計 の み ）の 計 数 を ⽐ 較 し た

                                                       
6 朝 ⽇ 新 聞 記 事 検 索 デ ー タ ベ ー ス 「 聞 蔵 Ⅱ ビ ジ ュ ア ル 」 な ら び に 読 売 新 聞 記 事
検 索 デ ー タ ベ ー ス 「 ヨ ミ ダ ス 歴 史 館 」 か ら 検 索 。  
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も の で あ る 。 こ れ を み る と 、 ほ ぼ 同 時 代 の 衛 ⽣ 局 推 計 と 超 過 死 亡 数 を も と に し

た 後 年 の 速 ⽔ 推 計 な ら び に Richard 推 計 と の 間 で 、 第 2 波 の 死 者 数 の 乖 離 が ⼤

き く 、衛 ⽣ 局 推 計 の 死 亡 者 数 が 速 ⽔ 推 計 な ら び に Richard 推 計 を 下 回 っ て い る 。

速 ⽔ 推 計 と Richard 推 計 を ⽐ 較 す る と 、 Richard 推 計 が 速 ⽔ 推 計 を 上 回 っ て い

る（ と く に 第 1 波 ）。こ れ は 、速 ⽔ が 超 過 死 亡 数 を 求 め る に あ た っ て 呼 吸 器 系 疾

患 と 死 因 不 明 を も と に 推 計 を ⾏ っ て い る の に 対 し 、 Richard ほ か は す べ て の 死

因 に つ い て の 超 過 死 亡 数 を 合 算 し て い る こ と に よ る 。 因 み に 、 Richard 推 計 で

は 、 呼 吸 器 系 疾 患 （ 肺 炎 お よ び イ ン フ ル エ ン ザ ） の み に よ る 超 過 死 亡 数 を あ わ

せ て ⽰ し て お り 、 こ の 計 数 は 他 の 呼 吸 器 系 疾 患 と 死 因 不 明 を 加 え た 速 ⽔ 推 計 を

下 回 っ て い る 。 こ の こ と は 、 基 礎 疾 患 を 有 し て い た 、 あ る い は 栄 養 状 態 が 不 良

で あ っ た な ど 、 イ ン フ ル エ ン ザ に 対 し て 脆 弱 な 状 況 に あ っ た ⼈ の 中 に 、 イ ン フ

ル エ ン ザ と 特 定 さ れ な い ま ま に 死 に ⾄ る ケ ー ス が 存 在 し て い た こ と を ⽰ 唆 す る 。

も っ と も 、 衛 ⽣ 局 推 計 で は 、 死 者 数 だ け で な く 発 症 者 数 が 道 府 県 ご と の 内 訳 を

含 め て 明 ら か と な る 点 は 、 統 計 的 分 析 の 観 点 か ら は 貴 重 で あ る 。  

な お 、 内 務 省 衛 ⽣ 局 の 統 計 と は ベ ー ス が 異 な る が 、 内 閣 統 計 局 調 べ に よ る ⽇

本 国 内 の 死 者 の 死 因 別 内 訳 を み る と 、 イ ン フ ル エ ン ザ 流 ⾏ 前 の 1917 年 に お け

る 流 ⾏ 性 感 冒 と 肺 炎 及 気 管 ⽀ 炎 の 合 計 は 102 千 ⼈ で あ っ た が 、 1918 年 275 千

⼈ 、1919 年 193 千 ⼈ 、1920 年 284 千 ⼈ と 激 増 し 、1921 年 に は 124 千 ⼈ に 減 少

し た 。 流 ⾏ 期 間 中 の 1918〜 1920 年 だ け を 取 る と 、 当 時 に お け る 死 因 の 上 位 に

あ っ た 下 痢 及 腸 炎（ 1917 年 130 千 ⼈ ）、結 核（ 1917 年 125 千 ⼈ ）を 上 回 り 、⽇

本 に お け る 死 因 の ⾸ 位 と な っ て い た と み て よ い と 考 え ら れ る（ 内 閣 統 計 局 1924、

鎮 ⽬ 2021b: 215）。  

 

（ ３ ） ⽇ 本 に お け る イ ン フ ル エ ン ザ 対 策  

 COVID-19 に 対 し て は 、⽇ 本 を 含 む 世 界 各 国 で 社 会 経 済 活 動 の 抑 制 を 含 む ⼤

規 模 な 対 策 が 発 動 さ れ た 。1918 年 の イ ン フ ル エ ン ザ に 対 し て は ど の よ う な 対 策

が ⾏ わ れ た の で あ ろ う か 。 結 論 を 先 取 り す る と 、 公 衆 衛 ⽣ を 含 む 医 学 的 な ⾯ で

は 、項 ⽬ 的 に は 今 ⽇ と ほ ぼ 遜 ⾊ な い 対 策 が 実 施 さ れ た が 、必 ず し も 徹 底 さ れ ず 、

⼤ 規 模 な 感 染 拡 ⼤ を 防 ぐ こ と は で き な か っ た 。 ⼀ ⽅ 、 社 会 経 済 活 動 を 抑 制 し て

ま で 感 染 防 ⽌ を 図 る よ う な 対 策 は 発 動 さ れ な か っ た と 考 え ら れ る 。 以 下 で は 、
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鎮 ⽬ （ 2021b） ほ か を 参 照 し つ つ 対 策 の 概 要 を 整 理 す る 。  

 ⽇ 本 に お け る 近 代 的 な 感 染 症 対 策 は 、 1875 年 か ら 16 年 間 に わ た り 内 務 省 の

初 代 衛 ⽣ 局 ⻑ を 務 め た ⻑ 与 専 斎 （ 1838-1902 年 ） と そ の 後 継 者 た ち を 中 ⼼ に 体

制 整 備 が 進 め ら れ た 。⻑ 与 は 、欧 ⽶ に お け る 公 衆 衛 ⽣ の 実 態 を 調 査 の う え 、1877

年 か ら の コ レ ラ 流 ⾏ に 際 し 流 ⾏ 防 ⽌ の た め の 公 衆 衛 ⽣ 措 置 を 中 ⼼ と す る 緊 急 措

置 を 実 施 し 、こ れ を 拡 張 す る か た ち で 総 合 的 な 伝 染 病 予 防 法 規（ 1880 年：伝 染

病 予 防 規 則 、 1897 年 ： 伝 染 病 予 防 法 ） を 制 定 し た 。 1897 年 の 伝 染 病 予 防 法 で

は 、 伝 染 病 を コ レ ラ 、 腸 チ フ ス 、 ⾚ 痢 、 ジ フ テ リ ア 、 発 疹 チ フ ス 、 痘 瘡 （ 天 然

痘 ）、ペ ス ト 、し ょ う 紅 熱 、お よ び 地 ⽅ 官 が 内 務 省 の 許 可 を 得 て 定 め る 疫 病 と し 、

予 防 措 置 の 詳 細 を 定 め た 。 具 体 的 に は 、 伝 染 病 ご と に 発 症 者 の 把 握 ・ 隔 離 、 排

泄 物 や 遺 体 の 処 理 、 河 川 や 上 下 ⽔ 等 の 清 潔 維 持 、 船 舶 へ の 検 疫 実 施 、 群 衆 の 禁

⽌ 等 に つ い て 規 定 を 設 け る こ と と し 、 項 ⽬ 的 に は 近 代 の 公 衆 衛 ⽣ 学 に お い て 必

要 と さ れ る 感 染 症 対 策 を ほ ぼ 網 羅 し て い た 。 ⻑ 与 の 下 で 局 員 と し て 勤 務 し て い

た 北 ⾥ 柴 三 郎 は 、 1885 年 の コ レ ラ 流 ⾏ に 際 し て コ レ ラ 菌 を 、 ま た 1894 年 に は

ペ ス ト の 病 原 菌 と 考 え ら え る 細 菌 を 発 ⾒ し た 。 ま た 、 ⽇ 清 ・ ⽇ 露 戦 争 で は 、 復

員 兵 の 検 疫 の た め に 臨 時 検 疫 局 を 置 き 、 成 果 を 挙 げ た 。 こ の よ う に 、 明 治 期 以

降 の ⽇ 本 に お い て は 、 感 染 症 対 策 に 関 す る 知 ⾒ が 相 応 に 蓄 積 さ れ て い た も の と

考 え ら れ る （ ⼤ 霞 会 1971b、 ⻑ 与 1980、 鎮 ⽬ 2021b）。 な お 、 イ ン フ ル エ ン ザ

は 、 上 記 の 法 定 伝 染 病 に は 含 ま れ て い な か っ た 。  

 1918 年 の イ ン フ ル エ ン ザ へ の 対 策 に つ い て 内 務 省 衛 ⽣ 局 （ 1922: 110） は 、

「 ⼤ 正 7 年（ 引 ⽤ 者：1918 年 ）初 秋 の 候 本 病 流 ⾏ の 兆 あ る を 認 む る や 本 省 に 於

て は 之 が 対 応 策 を 講 ず る の 必 要 を 認 め 内 外 学 者 の 研 究 成 績 及 医 学 会 に 於 け る 報

告 討 論 等 本 病 に 関 す る 研 究 の 程 度 に 順 応 し 海 外 諸 国 に 於 け る 予 防 施 設 を 参 酌 し

⼤ 要 左 の ⽅ 針 に 拠 り 順 次 之 が 実 施 を な し た り 」 と し て 、 当 時 と し て は で き る 限

り の 対 策 を 進 め よ う と し た と し て い る 。 具 体 策 と し て 、 マ ス ク の 使 ⽤ 奨 励 、 流

⾏ 地 に お け る 「 多 数 の 衆 合 」 の 回 避 、 患 者 の 隔 離 等 の 対 策 を 講 じ た こ と を 記 し

て い る 。も っ と も 、「 多 衆 の 集 合 は 最 も 危 険 な る を 以 て 之 に 対 す る 施 設 は 実 に 重

要 な る も 亦 最 も 困 難 と す る 所 な り 」（ 同 : 186-187） 7と す る な ど 、 当 局 が 問 題 の

                                                       
7 内 務 省 衛 ⽣ 局 （ 1922: 115-116） で は 、 1918-1919 年 の 第 1 波 に お い て 「 学
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所 在 を 認 識 し て い た に も か か わ ら ず 、 対 策 が 必 ず し も 徹 底 し な か っ た こ と を あ

わ せ て 指 摘 し て い る 。 ま た 、 ワ ク チ ン の 開 発 も 試 み ら れ た が 、 当 時 コ レ ラ や ペ

ス ト な ど の 病 原 体 と し て 特 定 さ れ て い た 細 菌 類 よ り も 微 ⼩ な イ ン フ ル エ ン ザ の

ウ イ ル ス 発 ⾒ に は ⾄ ら ず 、「『 ワ ク チ ン 』 の 予 防 的 実 施 は 尚 試 験 的 使 ⽤ の 域 に あ

り と 云 ふ べ し 」（ 同 : 341） と 結 論 付 け て い る 。  

 COVID-19 に 対 し て は 、感 染 拡 ⼤ 防 ⽌ に 向 け て 、⽇ 本 を 含 む 世 界 各 国 で 社 会

経 済 活 動 の 抑 制 を 伴 う ⼈ 流 の 抑 制 が 実 施 さ れ る と と も に 、 こ れ に 伴 う 経 済 的 損

失 を 補 償 す る 措 置 が 発 動 さ れ た 。こ の 点 、1918 年 の イ ン フ ル エ ン ザ に 対 し て は 、

社 会 経 済 活 動 を 抑 制 し て ま で ⼈ 流 を 抑 制 す る 措 置 は 採 ら れ ず 、 イ ン フ ル エ ン ザ

対 策 に 関 す る 経 済 的 補 償 も ⾏ わ れ な か っ た 。  

 

（ 図 3） 国 鉄 の ⽉ 別 全 国 輸 送 ⼈ 員  
（ 単 位 ： ⼈ 、 ％ ）  

 

                                                       
校 、 ⼯ 場 の 如 く 多 数 ⼈ の 集 合 せ る 場 所 に 患 者 発 ⽣ せ る 時 は 忽 ち 四 囲 に 伝 播 し 爆
発 的 に 流 ⾏ を 起 し 易 き を 以 て 之 が 予 防 上 に も 流 ⾏ の 徴 あ る と 共 に 之 を ⼀ 時 的 閉
鎖 ⼜ は 休 業 す る は 多 ⼤ の 効 果 あ る べ か り し も 此 の 流 ⾏ に 於 て は 学 校 、 ⼯ 場 等 の
閉 鎖 休 業 せ る も の は 既 に ⼤ 部 分 侵 襲 を 蒙 り た る 後 之 を 為 す の 状 況 な り し も の 多
か り し を 以 て 其 の 蒙 れ る 惨 害 は 多 ⼤ な る も の あ り き 」 と し て い る 。  
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（ 資 料 ） 鉄 道 院 鉄 道 統 計 資 料 （ 各 年 版 ）  

 

 1918 年 か ら 1919 年 に か け て の ⽇ 本 経 済 は 、第 1 次 ⼤ 戦 中 か ら の 好 況 が 続 き 、

⾼ 成 ⻑ 、 ⾼ イ ン フ レ の 状 況 に あ っ た 。 国 鉄 の 全 国 輸 送 ⼈ 員 （ 季 節 調 整 済 ） を み

る と 、第 1 波 の ピ ー ク で あ る 1918 年 11 ⽉ は ト レ ン ド を 下 回 っ た が 、そ の 後 は

上 昇 ト レ ン ド に 復 し 、2 ⽉ 以 降 は 持 ち 直 し た（ 図 3）。1918 年 度 の 旅 客 輸 送 に つ

い て 鉄 道 省（ 1920: 2-3）は 、以 下 の よ う に イ ン フ ル エ ン ザ に よ る 外 出 ⼿ 控 え は

⼀ 時 的 な も の に と ど ま っ た と し て い る 。  

 

11 ⽉ に ⼊ り て は 偶 々 全 国 に 亘 り 悪 性 寒 冒 流 ⾏ し 旅 客 の 出 遊 を 阻 害 し た る も

の 鮮 少 な ら ざ り し も 偶 々 常 ⽑ の 野 に ⾏ は れ し 陸 軍 ⼤ 演 習 は 近 年 未 曽 有 の 壮

観 な り し を 以 て 演 習 参 観 其 の 他 の 旅 客 夥 し く ⼀ ⽅ 5 年 の ⻑ き に 亘 り た る 世

界 的 ⼤ 動 乱 九 千 の 報 に 接 す る や 都 鄙 相 競 ふ て 平 和 克 復 祝 賀 会 を 開 催 す る あ

り 遠 近 旅 客 の 出 遊 を 促 進 せ し め た る も の 少 な し と せ ず  

 

第 2 波 で は 、 ピ ー ク の 1920 年 1 ⽉ は ト レ ン ド を 上 回 り 、 2 ⽉ は ト レ ン ド を 下

回 っ た が 、 3 ⽉ は ト レ ン ド に 復 し 、 4 ⽉ は ト レ ン ド を ⼤ 幅 に 上 回 っ た （ 前 掲 図

3）。 1919 年 度 の 鉄 道 輸 送 に つ い て 鉄 道 省 （ 1922: 1） は 、 以 下 の よ う に 前 年 度

か ら の 好 況 が 持 続 し た と し て い る ⼀ ⽅ 、 イ ン フ ル エ ン ザ へ の ⾔ 及 は な い 。  

 

先 年 来 に 於 け る 諸 事 業 の 進 展 は 今 年 度 に ⼊ り て も 依 然 と し て 底 ⽌ す る 傾 向

な く 愈 殷 盛 の 極 に 達 し 都 鄙 を 通 じ て 頗 る 好 況 を 持 続 セ リ 随 て 旅 客 の 往 来 物

資 の 移 動 は 益 々 旺 盛 を 極 め 百 貨 輻 輳 せ し を 以 て 輸 送 ⼒ の 増 加 貨 ⾞ の 充 実 に

努 め 以 て 輸 送 の 円 滑 を 図 り た る 結 果 未 曽 有 の 好 成 績 を 挙 ぐ る を 得 た り  

 

 当 時 の 政 策 当 局 者 の 間 で 、 イ ン フ ル エ ン ザ の 流 ⾏ が 財 政 ⾦ 融 政 策 運 営 上 の 課

題 と し て 議 論 の 俎 上 に 上 っ た 形 跡 は な く 、 イ ン フ ル エ ン ザ 流 ⾏ 対 策 と し て マ ク

ロ の 財 政 ⾦ 融 政 策 が 発 動 さ れ る こ と は な か っ た 。 財 政 政 策 に つ い て 国 の 決 算

ベ ー ス の 財 政 ⽀ 出 を み る と 、感 染 症 対 策 費 は 1917 年 度 の 103 万 円 か ら 1919 年

度 に は 321 万 円 、 1920 年 度 に は 313 万 円 へ と 増 加 し た が 、 ⽀ 出 の ⼤ 半 は 感 染
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予 防 と 治 療 の た め の 直 接 的 な 費 ⽤ に 限 ら れ 、⼀ 般 会 計 歳 出 に 占 め る ⽐ 率 は 0.1%

台 か ら 0.2%台 に 上 昇 し た に 過 ぎ な か っ た 。こ う し た 対 応 は 、⼤ 規 模 な 財 政 発 動

が ⾏ わ れ た 1923 年 9 ⽉ の 関 東 ⼤ 震 災 後 の 政 策 対 応 と は 対 照 的 で あ っ た （ 鎮 ⽬

2021b: 218-219）。⾦ 融 政 策 に つ い て は 、卸 売 物 価 で み て 2 桁 の イ ン フ レ が 続 く

中 、⽇ 本 銀 ⾏ は イ ン フ ル エ ン ザ 流 ⾏ の 第 1 波 、第 2 波 期 間 中 の 1918 年 10 ⽉ か

ら 1919 年 12 ⽉ に か け て 4 回 に わ た っ て 公 定 歩 合 を 3％ 近 く 引 き 上 げ た（ 5.11％

→ 8.03％ ）。 1920 年 春 の 反 動 恐 慌 に よ り 、 ⽇ 本 経 済 は 低 成 ⻑ 、 デ フ レ へ と 移 ⾏

し て い っ た が 、公 定 歩 合 は 1925 年 3 ⽉ ま で 8％ 超 の ⽔ 準 が 維 持 さ れ た（ 図 4）。  

 

（ 図 4） 物 価 、 ⼿ 形 交 換 ⾼ と ⾦ 利  

 
（ 資 料 ）『 第 46 回 ⽇ 本 帝 国 統 計 年 鑑 』、『 ⾦ 融 事 項 参 考 書 』（ 各 年 版 ）、『 明 治 以 降

卸 売 物 価 指 数 等 計 』  
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（ ４ ） 若 ⼲ の 統 計 的 観 察  

Shizume（ 2022） で は 、 内 務 省 衛 ⽣ 局 （ 1922） に 掲 載 さ れ て い る 道 府 県 別 の

イ ン フ ル エ ン ザ 発 症 者 お よ び イ ン フ ル エ ン ザ に 伴 う 死 者 等 の デ ー タ を ⽤ い て 、

イ ン フ ル エ ン ザ の 流 ⾏ に 影 響 を 与 え た 要 因 と 、 イ ン フ ル エ ン ザ 流 ⾏ が 地 域 経 済

に 与 え た 影 響 に 関 す る 若 ⼲ の 考 察 を ⾏ っ て い る 。 こ こ で は 、 そ の 概 要 を 報 告 す

る 。  

 

ａ ． イ ン フ ル エ ン ザ の 流 ⾏ に 影 響 を 与 え た 要 因  

（ 表 4） 第 1 波 （ 1918-1919 年 ） の 流 ⾏ に 影 響 を 与 え た 要 因  

 
（ 注 1）  カ ッ コ 内 は ロ バ ス ト 標 準 誤 差 。  

（ 注 2）  *、 **、 ***は そ れ ぞ れ 10％ 、 5％ 、 1％ ⽔ 準 で 有 意 。  

  

表 4 は 、第 1 波（ 1918-1919 年 ）の 流 ⾏ に お け る 各 道 府 県 の 感 染 状 況（ a1 推

計 ： ⼈ ⼝ 1 万 ⼈ 当 た り 死 亡 率 、 b1 推 計 ： ⼈ ⼝ 100 ⼈ 当 た り 発 症 率 、 c1 推 計 ：

発 症 者 100 ⼈ 当 た り 致 死 率 ）を 被 説 明 変 数 と し 、定 数 項 、⼈ ⼝ 密 度（ 千 ⼈ /⾥ 、

1918 年 ）、1918 年 に お け る 最 初 の 発 症 者 が 観 測 さ れ た ⽇ を 説 明 変 数 と す る OLS

推 計 の 結 果 で あ る 。 説 明 変 数 の 係 数 を み る と 、 最 初 の 発 症 者 が 発 ⽣ し た ⽇ は 発

症 率 に つ い て マ イ ナ ス で 有 意（ 発 ⽣ ⽇ が 早 い ほ ど 発 症 率 が ⾼ い ）と な っ て い る 。

こ の こ と は 、第 1 波 に お い て は 流 ⾏ 初 期 に 感 染 が 拡 ⼤ し た 地 域 ほ ど 発 症 率 が ⾼

a1) b1) c1)
被説明変数 ⼈⼝⽐死亡率 発症率 致死率

1918-1919年 1918-1919年 1918-1919年

定数項 1333.492 * 1551.365 ** -25.539
( 781.585 ) ( 731.857 ) ( 24.219 )

⼈⼝密度 -0.1480 -0.3090 0.0154
(千⼈/⾥、1918年） ( 0.1656 ) ( 0.4174 ) ( 0.0228 )
最初の発症者発⽣⽇ -0.1880 -0.2208 ** 0.0039
(1918年） ( 0.1141 ) ( 0.1069 ) ( 0.0035 )
F値 2.18 2.83 0.98
R2 0.0628 0.1251 0.0567
観測数 44 44 44
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か っ た こ と を ⽰ し て お り 、 こ う し た 地 域 を 中 ⼼ に 不 意 打 ち と な っ た 可 能 性 を ⽰

唆 し て い る 。  

⼀ ⽅ 、 ⼈ ⼝ 密 度 は 、 有 意 と な っ た 第 2 波 （ 後 述 ） と 異 な り 、 い ず れ の 推 計 に

お い て も 有 意 で は な か っ た 。 こ の こ と は 、 全 ⼈ ⼝ の 4 割 近 く が 発 症 す る （ 前 掲

表 3） と い う 全 国 的 な 感 染 拡 ⼤ の 中 で 、 都 市 部 と 農 村 部 と で 感 染 状 況 に ⼤ き な

差 が な か っ た こ と を ⽰ 唆 す る 。 こ の 点 に つ い て 内 務 省 衛 ⽣ 局 （ 1922: 86） は 、

「 各 府 県 に 於 け る 蔓 延 の 状 況 を ⾒ る に 、 其 の 初 発 の 地 は ⼆ 三 の 例 外 を 除 き 多 く

は 交 通 頻 繁 な る 都 市 に 発 し 之 よ り 放 射 状 に 其 の 周 囲 村 落 を 侵 襲 す る を 常 と せ り 」

と し て 、 都 市 を 起 点 と し て そ こ か ら 農 村 に 感 染 が 拡 ⼤ す る か た ち で 、 最 終 的 に

は 都 市 農 村 の 別 な く 感 染 が 拡 ⼤ し て い っ た こ と を 記 し て い る 。  

 

（ 表 5） 第 2 波 （ 1919-1920 年 ） の 流 ⾏ に 影 響 を 与 え た 要 因  

 
（ 注 1）  カ ッ コ 内 は ロ バ ス ト 標 準 誤 差 。  

（ 注 2）  *、 **、 ***は そ れ ぞ れ 10％ 、 5％ 、 1％ ⽔ 準 で 有 意 。  

 

表 5 は 、 第 2 波 （ 1919-1920 年 ） の 流 ⾏ に お け る 各 道 府 県 の 感 染 状 況 に つ い

て 、第 1 波 と 同 様 の 推 計 を ⾏ っ た 結 果 で あ る 。第 1 波 と 異 な り 、最 初 の 発 症 者

が 発 ⽣ し た ⽇ は 有 意 で は な い ⼀ ⽅ 、 ⼈ ⼝ 密 度 は 発 症 率 に つ い て プ ラ ス で 有 意 、

致 死 率 に つ い て マ イ ナ ス で 有 意 、 ⼈ ⼝ ⽐ 死 亡 率 に つ い て プ ラ ス で 有 意 と な っ て

a2) b2) c2)
被説明変数 ⼈⼝⽐死亡率 発症率 致死率

1919-1920年 1919-1920年 1919-1920年

定数項 72.619 107.045 -183.086
( 479.254 ) ( 113.550 ) ( 147.195 )

⼈⼝密度 0.6731 *** 0.3988 *** -0.2753 ***
(千⼈/⾥、1918年） ( 0.1065 ) ( 0.0568 ) ( 0.0464 )
最初の発症者発⽣⽇ -0.0075 -0.0145 0.0265
（1919年） ( 0.0660 ) ( 0.0156 ) ( 0.0202 )
F値 20.17 31.82 25.47
R2 0.1917 0.3514 0.2202
観測数 40 40 40
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い る 。こ の こ と は 、⼈ ⼝ ⽐ で み た 発 症 率 が 4％ 程 度 に ⽌ ま る（ 前 掲 表 3）中 で 、

⼈ ⼝ 密 度 の ⾼ い 都 市 部 は ⼈ ⼝ 密 度 の 低 い 農 村 部 に ⽐ べ て 感 染 の 機 会 が 多 か っ た

⼀ ⽅ 、 第 1 波 に ⽐ べ て 重 症 化 し や す く 致 死 率 が よ り ⾼ か っ た た め 、 都 市 部 に ⽐

べ て 医 療 体 制 が よ り 未 整 備 で あ っ た 農 村 部 で は 、 い っ た ん 感 染 し た 場 合 に は 死

に ⾄ る 可 能 性 が 都 市 部 よ り ⾼ か っ た こ と を ⽰ 唆 し て い る 。 発 症 率 ×致 死 率 で ⽰

さ れ る ⼈ ⼝ ⽐ 死 亡 率 は 、 発 症 率 の ⾼ さ が 致 死 率 の 低 さ を 上 回 る か た ち で 、 都 市

部 の ⽅ が ⾼ か っ た 。 密 を 避 け 、 感 染 を 防 ⽌ す る こ と が 死 者 数 を 抑 え る た め に は

有 効 で あ っ た と も い え る 8。な お 、表 に は ⽰ し て い な い が 、第 1 波 の 発 症 率 を 第

2 波 の 発 症 率 、 ⼈ ⼝ ⽐ 死 亡 率 の 説 明 変 数 と し て 加 え て も 有 意 で な く 、 第 1 波 に

お け る 感 染 が 第 2 波 に 際 し て 集 団 免 疫 と し て 作 ⽤ し て い た 証 拠 は ⾒ 出 せ な か っ

た 。  

 

ｂ ． イ ン フ ル エ ン ザ 流 ⾏ は 地 域 経 済 に 影 響 を 与 え た か  

 COVID-19 へ の 含 意 を 念 頭 に 、海 外 に お い て 1918-1920 年 の イ ン フ ル エ ン ザ

流 ⾏ と そ の 対 策 と し て 都 市 封 鎖（ lockdown）の 経 済 的 影 響 を 検 証 す る 研 究 が ⾏

わ れ て い る 。 例 え ば 、 Correia et al. (2020)は 、 ⽶ 国 に お い て 、 イ ン フ ル エ ン ザ

流 ⾏ の 激 し か っ た 地 域 で は 、 そ う で な か っ た 地 域 に ⽐ べ て そ の 後 の 経 済 活 動 が

停 滞 し た ⼀ ⽅ 、 地 域 に お け る 感 染 の よ り 初 期 段 階 で 、 あ る い は よ り ⻑ 期 に わ た

り 都 市 封 鎖 を 実 施 し た 地 域 で は 、 そ う で な か っ た 地 域 に ⽐ べ て 経 済 に 与 え る 負

の 影 響 が 軽 減 さ れ た と し て い る 。 こ れ に 対 し て 、 Verde (2020)は 、 ⽶ 国 に お け

る イ ン フ ル エ ン ザ 流 ⾏ の 経 済 的 影 響 は 、 ⼀ 時 的 か つ そ れ ほ ど ⼤ き な も の で は な

か っ た と し て い る 、 ま た 、 Siklos (2021)は 、 イ ン フ ル エ ン ザ の 世 界 的 流 ⾏ は 、

グ ロ ー バ ル 化 の 流 れ に は 影 響 し な か っ た と し て い る 。 Shizume（ 2022） で は 、

先 に み た 府 県 別 の 感 染 状 況 の デ ー タ と 制 御 変 数 を 説 明 変 数 と し て 、 流 ⾏ 前 、 流

⾏ 中 、流 ⾏ 後 の 3 期 の ⼈ ⼝ 動 態 、雇 ⽤（ ⼯ 場 の 使 ⽤ ⼈ 員 ）、投 資（ 企 業 の 払 込 資

本 ⾦ ）の 変 化 率 を 被 説 明 変 数 と す る 回 帰 分 析（ OLS 推 計 ）を ⾏ っ て い る 。そ れ

に よ る と 、 イ ン フ ル エ ン ザ に よ る ⼈ ⼝ ⽐ 死 亡 率 が ⾼ か っ た 地 域 で は 、 流 ⾏ 後 の

                                                       
8 第 1 波 で は 、 い ず れ の 推 計 に お い て も ⼈ ⼝ 密 度 は 説 明 変 数 と し て 統 計 的 に 有
意 で は な い 。 そ の 要 因 に つ い て は 明 確 で は な い が 、  
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⼈ ⼝ 増 加 に 正 の 有 意 な 影 響 が あ っ た こ と が ⽰ 唆 さ れ た ほ か 、 感 染 率 が ⾼ か っ た

地 域 で は 、 流 ⾏ 後 の 投 資 が そ う で な い 地 域 よ り 増 加 し た と の 結 果 が 得 ら れ た 。

な お 、 雇 ⽤ に つ い て は 有 意 な 結 果 は 得 ら れ な か っ た 。 予 備 的 な 分 析 に と ど ま っ

て い る が 、 ⽇ 本 に お け る イ ン フ ル エ ン ザ 流 ⾏ が 、 社 会 経 済 活 動 に 対 し て 負 の 影

響 を 及 ぼ し て い た と の 明 確 な 証 拠 は ⾒ 出 せ な か っ た 。 こ の こ と は 、 イ ン フ ル エ

ン ザ が 経 済 に ⼤ き な 負 の 影 響 を 与 え た わ け で は な い と す る Verde (2020) や

Siklos (2021)の 分 析 結 果 と 整 合 的 で あ る 。  

 

（ ４ ） 1918 年 の イ ン フ ル エ ン ザ と COVID-19 と の 共 通 点 と 相 違 点  

 こ れ ま で の 分 析 を 踏 ま え 、⽇ 本 を 中 ⼼ に 1918 年 の イ ン フ ル エ ン ザ と COVID-

19 の ⽐ 較 に つ い て 整 理 し て み た い 。 ま ず 、 疫 学 的 な 観 点 か ら み る と 、 1918 年

の イ ン フ ル エ ン ザ と COVID-19 に は 共 通 す る 点 が 多 い 。グ ロ ー バ ル 化 の 進 展 に

よ り 国 境 を 超 え た ⼈ 的 な 移 動 が 活 発 化 す る 中 で 感 染 が 世 界 的 に 拡 ⼤ し た こ と 、

公 衆 衛 ⽣ 上 の 観 点 か ら 感 染 拡 ⼤ 防 ⽌ 策 は 認 識 さ れ て い た に も か か わ ら ず 、 短 期

間 で は 感 染 が 収 束 し な か っ た こ と 、 時 間 の 経 過 と と も に （ お そ ら く は 病 原 体 で

あ る ウ イ ル ス の 変 異 に よ り ）重 症 化 す る ケ ー ス が 増 え た こ と 、な ど で あ る 9。ま

た 、 実 施 さ れ た 公 衆 衛 ⽣ 上 の 感 染 拡 ⼤ 防 ⽌ 策 も （ ど の 程 度 徹 底 さ れ た か は と も

か く ）、⼤ ⼈ 数 会 合 の 回 避 、マ ス ク 着 ⽤ の 励 ⾏ 、発 症 者 の 早 期 隔 離 な ど 、共 通 す

る 部 分 が 多 い 。内 務 省 衛 ⽣ 局（ 1922）の 記 述 か ら は 、今 ⽇ と 同 様 に 百 年 前 の 衛

⽣ 当 局 が 、 医 療 現 場 の ひ っ 迫 を 回 避 し つ つ 、 感 染 拡 ⼤ を 抑 制 す る よ う な 個 ⼈ や

企 業 の ⾏ 動 変 容 を 促 す こ と に 重 点 を 置 い た 対 応 を 採 っ て い た こ と が 窺 わ れ る 。  

 疫 学 的 に 共 通 し て い る 点 が 多 い に も か か わ ら ず 、 感 染 症 が 社 会 や 経 済 に 与 え

た 影 響 と い う 観 点 か ら み る と 、 1918 年 の イ ン フ ル エ ン ザ と COVID-19 は ⼤ き

く 異 な っ て い る 。す な わ ち 、1918 年 の イ ン フ ル エ ン ザ が 経 済 活 動 全 般 に 対 し て

⼤ 規 模 な 抑 制 効 果 を 持 っ た と の 証 拠 は ⾒ 出 せ な い の に 対 し 、COVID-19 は 明 確

                                                       
9 よ り 細 か く み る と 、 主 な 感 染 拡 ⼤ 経 路 と し て 、 1918 年 の イ ン フ ル エ ン ザ で
は 第 1 次 ⼤ 戦 と い う ⼤ 規 模 な 戦 争 に 伴 う 動 員 お よ び 復 員 が 重 要 な 役 割 を 果 た
し た の に 対 し 、 COVID-19 で は ビ ジ ネ ス や 観 光 な ど が 重 要 で あ る こ と 、 1918
年 の イ ン フ ル エ ン ザ で は 若 者 の 致 死 率 が ⽐ 較 的 ⾼ か っ た の に 対 し 、 COVID-19
で は ⾼ 齢 者 の 致 死 率 が ⽐ 較 的 ⾼ い こ と な ど 、 異 な る 点 も 存 在 す る 。  
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に 経 済 活 動 の ⼤ 幅 な 縮 ⼩ を 伴 っ て い る 。そ の 違 い を も た ら し た 主 因 は 、1918 年

の イ ン フ ル エ ン ザ に 対 し て は 、 政 府 が 経 済 活 動 を 抑 制 し て ま で 流 ⾏ を 抑 制 す る

措 置 を 実 施 し な か っ た （ あ る い は 衛 ⽣ 当 局 の 意 図 す る か た ち で は 実 施 で き な か

っ た ）の に 対 し 、COVID-19 に 対 し て は 、政 府 が 企 業 活 動 や 市 ⺠ ⽣ 活 全 般 に わ

た り 、 社 会 経 済 活 動 の ⼤ 幅 な 抑 制 を 伴 う か た ち で 、 個 ⼈ 同 ⼠ の 物 理 的 接 触 を 最

⼩ 限 に 抑 え る 措 置 を 実 施 し て い る （ 主 権 者 の 同 意 の も と に 実 施 し 得 て い る ） 点

に 求 め ら れ る 。 こ の 点 に 関 連 し て 、 1918 年 の イ ン フ ル エ ン ザ へ の 政 策 対 応 は 、

公 衆 衛 ⽣ を 含 む 医 学 的 ⾒ 地 か ら の 予 防 ・ 治 療 措 置 が 中 ⼼ で あ り 、 経 済 対 策 の た

め の 財 政 ⾦ 融 政 策 の 発 動 は ⾏ わ れ な か っ た の に 対 し 、 COVID-19 に 対 し て は 、

感 染 防 ⽌ 対 策 に よ っ て 引 き 起 こ さ れ た 経 済 活 動 の 萎 縮 に 対 し て 、 所 得 補 償 や 事

業 ⽀ 援 を 含 む ⼤ 規 模 な 財 政 ⾦ 融 政 策 が 発 動 さ れ て い る 点 も ⼤ き な 違 い で あ る 。  

第 2 節 で は 、 感 染 症 の 流 ⾏ 拡 ⼤ が 社 会 や 経 済 に 与 え る 影 響 は 、 感 染 症 そ の も

の だ け で な く 、 社 会 の 制 度 的 枠 組 み 、 ⼈ ⼝ の 集 積 、 政 府 や 個 ⼈ 、 企 業 な ど の 感

染 症 へ の 対 応 と い っ た ⼈ 間 の 営 み（ human agency）に 依 存 す る ⾯ が ⼤ き い と 述

べ た 。 こ の 点 は 、 1918 年 の イ ン フ ル エ ン ザ と COVID-19 と い う 、 疫 学 的 に 共

通 す る 感 染 症 の 社 会 経 済 に 対 す る 影 響 の 違 い に も 現 れ て い る と い え る 。  

 

（ ５ ） 1918 年 の イ ン フ ル エ ン ザ か ら 百 年 で 何 か 変 わ っ た の か ？  

 こ こ で 、1918 年 の イ ン フ ル エ ン ザ に 対 し て 、衛 ⽣ 当 局 が 感 染 拡 ⼤ の 防 ⽌ に 向

け て 社 会 経 済 活 動 の ⼤ 幅 な 制 限 を 伴 う 措 置 を 実 施 し な か っ た （ あ る い は 実 施 で

き な か っ た ）の は な ぜ か 、COVID-19 に 対 し て そ う し た 措 置 を 実 施 し た（ あ る

い は 実 施 で き た ） の は な ぜ か 、 百 年 間 に 何 が 変 化 し た の か を 考 え て み た い 。 結

論 を 先 取 り す る と 、 社 会 的 規 範 が 変 化 し た と 考 え ら れ る 。 以 下 で は 、 両 ⼤ 戦 間

期 か ら 戦 時 期 に か け て の 「 総 ⼒ 戦 」 思 想 の 浸 透 と 、 ⽇ 本 国 憲 法 に お け る ⽣ 存 権

に 関 す る 規 定 の 制 定 の 経 緯 か ら 、 社 会 的 規 範 の 変 化 を み て い く 。  

 1889 年 の ⼤ ⽇ 本 帝 国 憲 法 は ド イ ツ 流 の 国 家 中 ⼼ 主 義 に 基 づ く と さ れ る が 、経

済 ⾯ で は 、 第 1 次 ⼤ 戦 ま で の ⽇ 本 で は 、 そ の 後 の 時 代 と の ⽐ 較 に お い て 、 ⺠ 間

経 済 活 動 に お け る 国 家 の 介 ⼊ を 抑 制 し 、 企 業 活 動 に 関 す る 国 家 の ⼲ 渉 を 排 す る

⾃ 由 放 任 主 義 が 優 勢 で あ り 、 感 染 症 対 策 と し て 政 府 が 企 業 活 動 を 制 限 す る か た

ち で 介 ⼊ す る 政 策 は 忌 避 さ れ て い た 。 ロ シ ア ⾰ 命 や 欧 州 に お け る 社 会 主 義 運 動
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の 波 が ⽇ 本 に も 波 及 す る 中 で 、 政 府 の 中 に も 社 会 政 策 を 重 視 す る ⾵ 潮 は ⽣ ま れ

つ つ あ っ た が 、 1918 年 か ら 1920 年 の 段 階 で は 、 多 く の 場 合 、 感 染 症 予 防 の た

め に 政 府 が ⼯ 場 の 操 業 停 ⽌ や 映 画 、 演 劇 な ど の 興 ⾏ 中 ⽌ を 命 じ る こ と は 困 難 で

あ っ た（ 速 ⽔ 2006: 430-431）10。こ の こ と は ⽇ 本 に と ど ま る も の で は な く 、19

世 紀 か ら 第 1 次 ⼤ 戦 前 に か け て の 欧 ⽶ に お け る ⾃ 由 主 義 に 基 づ く 政 策 体 系 を 引

き 継 ぐ も の で あ っ た と も い え る 11。  

 両 ⼤ 戦 間 期（ 1920〜 1930 年 代 ）以 降 、企 業 活 動 や 個 ⼈ ⽣ 活 へ の 政 府 の 介 ⼊ が

強 ま っ た 。 そ の 際 に 有 ⼒ な 根 拠 と さ れ た の が 、 第 1 次 ⼤ 戦 中 の 欧 州 で 実 践 さ れ

た「 総 ⼒ 戦 」（ ⼭ 之 内 2015）思 想 で あ っ た 。「 総 ⼒ 戦 」思 想 と は 、膨 ⼤ な 資 源 を

消 費 す る 近 代 消 耗 戦 の た め に ⼀ 国 の 経 済 社 会 全 体 を 動 員 さ せ る 軍 事 思 想 で あ り 、

⽇ 本 で は 、1937 年 の ⽇ 中 戦 争 開 始 後 に 本 格 的 に 導 ⼊ さ れ た 。そ の 背 景 と し て は 、

世 界 恐 慌 が も た ら し た 資 本 主 義 体 制 へ の 不 信 感 、 ソ 連 や ナ チ ス ・ ド イ ツ の 「 計

画 」 経 済 の 成 果 に 対 す る 過 ⼤ 評 価 と ⾃ 由 主 義 を 否 定 す る 思 想 の ⼀ 般 化 が あ っ た

（ 中 村 1989: 5-17）12。「 総 ⼒ 戦 」と 社 会 政 策 の 関 係 に つ い て 検 討 し た 冨 江（ 2007: 

                                                       
10 イ ン フ ル エ ン ザ が 他 の よ り 致 死 率 の ⾼ い 感 染 症 （ 例 え ば 、 ペ ス ト や コ レ ラ
な ど ） と ⽐ べ て 軽 症 に 終 わ る こ と が 多 か っ た た め 、 深 刻 な 疾 病 と し て 捉 え ら れ
て い な か っ た 可 能 性 も 考 え ら れ る 。 確 か に 、 イ ン フ ル エ ン ザ は 1897 年 の 伝 染
病 予 防 法 に お け る 法 定 伝 染 病 と し て 明 ⽰ さ れ て は い な か っ た 。 し か し な が ら 、
先 に み た よ う に 、 1918 年 か ら 1920 年 に か け て ⽇ 本 国 内 の 死 因 の 実 質 的 な ト
ッ プ と な り 、 流 ⾏ の 状 況 は 新 聞 で 盛 ん に 報 じ ら れ て い た こ と を 考 え れ ば 、「 地
⽅ 官 が 内 務 省 の 許 可 を 得 て 定 め る 疫 病 」 と す る こ と も 法 的 に は 可 能 で あ っ た 。
ま た 、 内 務 省 衛 ⽣ 局 （ 1922: 186-187） が 指 摘 す る よ う に 、 衛 ⽣ 当 局 は 、 多 ⼈
数 の 集 合 が 感 染 拡 ⼤ を 惹 き 起 こ す ⼤ き な 原 因 と な っ て お り 、 そ の 制 限 が 有 効 な
感 染 拡 ⼤ 防 ⽌ 策 と な る こ と を 認 識 し て い た 。 こ こ で は 、 そ う し た 認 識 が あ っ た
に も か か わ ら ず 具 体 的 な 措 置 を 発 動 す る こ と が 「 最 も 困 難 」 で あ っ た 理 由 が 重
要 で あ る 。  
11 第 1 次 ⼤ 戦 前 の 欧 ⽶ に お け る ⾃ 由 主 義 に つ い て は 、 例 え ば グ レ イ （ 1991）
を 参 照 。 な お 、 グ レ イ （ 同 : 46-47） が 指 摘 す る よ う に 、 欧 ⽶ 各 国 に お け る ⾃
由 主 義 の 展 開 は 、 そ れ ぞ れ の 歴 史 的 経 緯 に 基 づ い て 多 様 で 複 雑 な 様 相 を ⽰ し て
い た 。 こ こ で は 深 ⼊ り し な い が 、 ⾃ 由 主 義 を 含 め た 社 会 的 規 範 の あ り ⽅ が 感 染
症 へ の 対 応 へ の 違 い を ⽣ ぜ し め て い た 可 能 性 を 指 摘 し て お き た い 。  
12 ⽥ 中 （ 2014） は フ ラ ン ス 、 イ ギ リ ス 、 ド イ ツ を 含 め 「 戦 後 の 福 祉 国 家 を 導
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158） は 、 満 州 事 変 後 の 1930 年 代 の ⽇ 本 に お い て 、「 ⾮ 常 時 」 を か け 声 に し た

国 家 統 制 の 正 当 化 が 国 家 の 国 策 遂 ⾏ ⼒ を 強 化 す る こ と へ の 期 待 と 、 国 ⺠ の 体 位

向 上 や 健 康 増 進 と い う 社 会 政 策 上 の ⽬ 標 が 「 戦 時 ⾰ 新 」 に よ っ て 達 成 さ れ る こ

と へ の 期 待 が 交 錯 し て い た と す る 。そ し て 、「 総 ⼒ 戦 は 、⼈ 的 資 源 と し て の「 国

⺠ 」 の ⾝ 体 的 ・ 精 神 的 価 値 を 維 持 す る 社 会 政 策 の 正 当 性 と 、 そ の 国 策 を 遂 ⾏ す

る た め の 「 国 家 」 の 強 制 ⼒ と を 、 ⼀ 挙 に 与 え る も の と 期 待 さ れ た 」 と す る 。  

 COVID-19 対 策 を 進 め る う え で 重 要 な 役 割 を 果 た し て い る 保 健 所 制 度 も 、「 総

⼒ 戦 」体 制 の 下 で 創 設 さ れ 、拡 充 さ れ た も の で あ る 。1937 年 の 保 健 所 法 制 定 を

受 け て 全 国 的 な 保 健 所 の 設 置 が 開 始 さ れ 、1939 年 に は 保 健 所 が 全 国 の 国 ⺠ 健 康

保 険 組 合 を 指 導 し 保 健 施 設 を 援 助 す る こ と と さ れ 、1940 年 の 国 ⺠ 優 ⽣ 法 に よ り

保 健 所 ⻑ が 優 ⽣ ⼿ 術 の 申 請 者 に 追 加 さ れ た 。 1939 年 末 に 108 で あ っ た 保 健 所

数 は 、1944 年 末 に は 770 に ま で ⼀ 気 に 増 え た 13。戦 争 と い う 国 策 遂 ⾏ に 向 け て

⼈ 的 資 源 と し て の 国 ⺠ の 健 康 を 増 進 す る た め に 整 備 が 進 め ら れ た こ と が 窺 わ れ

る 。 さ ら に 占 領 期 に は 、 公 衆 衛 ⽣ に 関 す る 機 能 を 保 健 所 に 集 中 す る と と も に 、

権 限 の 拡 充 、 明 確 化 が 進 め ら れ た （ 厚 ⽣ 省 1960: 201-205, 366-370）。  

 歴 史 上 、 憲 法 に ⽣ 存 権 の 規 定 が 初 め て 設 け ら れ た の は 、 第 1 次 ⼤ 戦 後 、 イ ン

フ ル エ ン ザ が 猛 威 を 振 る う 中 で 制 定 さ れ た ド イ ツ の ワ イ マ ー ル 憲 法 （ 1919 年 ）

で あ っ た 。⽇ 本 国 憲 法 第 25 条 は 、⽣ 存 権 に つ い て「 す べ て 国 ⺠ は 、健 康 で ⽂ 化

的 な 最 低 限 度 の ⽣ 活 を 営 む 権 利 を 有 す る 。② 国 は 、す べ て の ⽣ 活 部 ⾯ に つ い て 、

社 会 福 祉 、社 会 保 障 及 び 公 衆 衛 ⽣ の 向 上 及 び 増 進 に 努 め な け れ ば な ら な い 。」と

規 定 し て い る 。こ の 条 ⽂ は 、GHQ の 草 案 、政 府 原 案 に は な く 、議 会 審 議 の 過 程

で 社 会 党 の 森 ⼾ ⾠ 男 の 主 張 を 容 れ て 追 加 さ れ た も の で あ る （ 葛 ⻄ 2011: 4-22）
14。⽣ 存 権 と い う 概 念 ⾃ 体 は 以 前 か ら 存 在 し て い た（ 渡 邊 2020、波 多 野 2016）

                                                       
く 直 接 の 契 機 と な っ た の は 。 20 世 紀 前 半 の 経 済 恐 慌 と 戦 時 動 員 の 経 験 で あ っ
た 」 と し て い る 。  
13 保 険 所 数 の ピ ー ク は 1982 年 3 ⽉ 末 〜 1985 年 3 ⽉ 末 の 855 で あ り 、 1997 年
度 以 降 は 整 理 ・ 統 合 が 進 め ら れ 、 2020 年 3 ⽉ 末 現 在 で 470 と な っ て い る 。 厚
⽣ 省 （ 1988）、 全 国 保 健 所 ⻑ 会 HP（ http://www.phcd.jp/03/HCsuii/）、 2021
年 11 ⽉ 30 ⽇ ア ク セ ス 。  
14 森 ⼾ は 元 東 京 帝 国 ⼤ 学 助 教 授 で 、 GHQ 草 案 に 先 ⽴ ち 鈴 ⽊ 安 蔵 等 が ⺠ 間 有 志
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が 、 国 家 が 保 証 す る 憲 法 上 の 権 利 と し て 今 ⽇ わ れ わ れ が 考 え て い る 意 味 で の ⽣

存 権 が 確 ⽴ し た の は 歴 史 的 に は そ れ ほ ど 古 い も の で は な い と い え る 。  

 

４ ． 今 ⽇ へ の 含 意  

（ １ ） 実 証 的 （ positive） な 含 意 ： 経 済 学 と 経 済 史 の 有 効 性  

感 染 症 の 歴 史 か ら 今 ⽇ へ の 含 意 を 導 く た め に は 、 経 済 学 や 経 済 史 の 範 疇 を 超

え た 視 野 か ら の よ り 広 範 か つ 詳 細 な 検 討 が 必 要 で あ る 。 そ の 際 、 政 策 選 択 や ⾏

動 の 基 準 を ど の よ う に 設 定 す る か と い う 規 範 的（ normative）な 問 題 と 、い っ た

ん 設 定 さ れ た 基 準 に 基 づ い て 設 定 さ れ た ⽬ 標 を ど の よ う に 実 現 し て い く か と い

う 実 証 的（ positive）な 問 題 と を 、分 け て 考 え る こ と が 有 益 で あ る（ 岩 本 2021a, 

2021b） 15。  

こ の う ち 、 い っ た ん 設 定 さ れ た 基 準 に 基 づ い て 設 定 さ れ た ⽬ 標 の 実 現 と い う

実 証 的（ positive）な 観 点 か ら み る と 、COVID-19 へ の 対 応 を 巡 り 、感 染 症 対 策

の 経 済 的 影 響 を 分 析 す る 政 策 科 学 と し て 活 ⽤ さ れ て い る ほ か 、 集 団 と し て の ⼈

間 ⾏ 動 を 分 析 す る ⼿ 法 と し て 経 済 学 と 疫 学 の 研 究 者 に よ る 協 業 が 進 め ら れ て い

る な ど 、 経 済 学 は 現 実 的 な 処 ⽅ 箋 を 考 え る た め の 有 ⽤ な ツ ー ル で あ る こ と が 改

め て 確 認 さ れ た と い え る （ 岩 本 2021b）。  

以 下 で は 、 実 証 的 な 含 意 に つ い て 、 経 済 史 の 視 点 か ら 2 点 付 け 加 え る こ と と

し た い 。  

1 点 ⽬ は 、 ”with corona”と い う ⾔ 葉 で 表 さ れ る ⾏ 動 変 容 に 対 す る 要 請 か ら 、

需 要 の 質 的 な 変 化 が 発 ⽣ し て い る 点 に つ い て で あ る 。COVID-19 と い う 外 的 シ

ョ ッ ク を 契 機 に 、 物 理 的 接 触 を 伴 う 消 費 か ら 物 理 的 接 触 を 伴 わ な い 消 費 へ の 需

                                                       
の ⽴ 場 で ま と め た 25 条 の 原 型 を 含 む 「 憲 法 草 案 要 綱 」（ 1945 年 12 ⽉ ） の 作
成 に 参 画 し て い た 。  
15 厚 ⽣ 経 済 学 の ⽤ 語 で は 、 前 者 は 社 会 的 厚 ⽣ 関 数 を ど う 定 義 す る か と い う 問
題 、 後 者 は 定 義 さ れ た 社 会 的 厚 ⽣ 関 数 を ど の よ う に し て 最 ⼤ 化 す る か と い う 問
題 と ⾔ い 換 え る こ と も で き る 。 岩 本 （ 2021b） で は 、 COVID-19 に よ る ⼈ 的 被
害 と 経 済 的 被 害 の ト レ ー ド ・ オ フ を 考 え る に あ た り 「 対 策 の 選 択 （ 重 み づ け の
選 択 ） は 政 策 決 定 者 が ⾏ う 仕 事 で あ り 、 経 済 学 者 が ⽰ す の は フ ロ ン テ ィ ア の 計
上 で あ る 」 と し て い る 。  
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要 シ フ ト が 発 ⽣ し て お り 、 こ れ に 供 給 サ イ ド が ど の 程 度 対 応 で き る か が ポ イ ン

ト と な っ て い る 。 中 ⻑ 期 の 視 点 で み る と 、 感 染 拡 ⼤ を 防 ぎ な が ら 市 ⺠ ⽣ 活 の 維

持 が 可 能 と な る よ う な 経 済 社 会 モ デ ル へ の 転 換 が 求 め ら れ て お り 、 デ ジ タ ル ・

ト ラ ン ス フ ォ ー メ ー シ ョ ン（ DX）が 叫 ば れ て い る が 、実 際 に は 対 応 が 難 し い 分

野 も 数 多 く 存 在 し て い る 。  

⽇ 本 の 近 代 に お い て 、 外 的 シ ョ ッ ク に よ り 需 要 の 質 的 変 化 が ⽣ じ た 事 例 と し

て 、 戦 後 復 興 期 と 2 度 に わ た る ⽯ 油 危 機 の 経 験 が 挙 げ ら れ る （ 鎮 ⽬ 2021b）。  

こ の う ち 戦 後 復 興 期 に は 、 軍 需 か ら ⺠ 需 へ の 急 速 な 需 要 の シ フ ト が 発 ⽣ す る

な か で 、 供 給 サ イ ド の 構 造 転 換 が 要 請 さ れ て い た 。 初 期 時 点 で は 、 余 剰 労 働 ⼒

（ 引 揚 者 、 軍 需 産 業 ） と 労 働 ⼒ 不 ⾜ （ 炭 鉱 ） が 併 存 し て い た 。 ⽇ 本 は 、 経 済 ⾯

で 軍 需 か ら ⺠ 需 へ の 経 済 構 造 の 転 換 を 実 現 す る と 同 時 に 、 占 領 ・ 主 権 回 復 を 経

て 、 政 治 の ⺠ 主 化 と ⾃ 由 権 、 ⽣ 存 権 の 確 ⽴ を 達 成 し た 。  

2 度 の ⽯ 油 危 機 を 全 体 と し て み れ ば 、重 厚 ⻑ ⼤ 型 の 製 品 構 造・⽣ 産 様 式 か ら 、

省 資 源 ・ 省 ⼒ 型 の 製 品 構 成 ・ ⽣ 産 様 式 へ の 転 換 が 要 請 さ れ て い た 。 ⽇ 本 は 、 ⼀

時 的 な 混 乱 は あ っ た も の の 、 産 業 ・ ⽣ 活 の 両 ⾯ で 省 資 源 化 を 進 め て ⽯ 油 依 存 体

質 か ら 脱 却 し 、 省 エ ネ 家 電 や 低 燃 費 ⾞ 等 の ⾮ 価 格 競 争 ⼒ の あ る 製 品 へ の ⽣ 産 シ

フ ト に よ り ”Made in Japan”の 国 際 的 評 価 が ⾼ ま り 、 1980 年 代 の 経 済 ⼤ 国 の 基

盤 と な っ た 。 ま た 、 公 害 ・ 環 境 問 題 へ の 取 り 組 み が 本 格 化 し た 。  

戦 後 復 興 な ら び に ⽯ 油 危 機 へ の 対 処 と い う 戦 後 ⽇ 本 に お け る 2 つ の 経 験 は 、

⺠ 主 国 家 と し て の ⽇ 本 が 、 ⽣ 存 権 や 個 ⼈ の ⾃ 由 を 確 ⽴ な い し 維 持 し つ つ 、 外 的

シ ョ ッ ク に よ り ⽣ じ た 需 要 の 質 的 変 化 に 柔 軟 に 対 応 し 、 ⽬ 前 の 経 済 的 困 難 を 克

服 し た 事 例 と し て 捉 え る こ と も で き る 。  

2 点 ⽬ は 、欧 ⽶ 諸 国 に ⽐ べ る と 、強 い 法 的 強 制 ⼒ を 伴 う 措 置 を 採 ら な く て も 、

社 会 経 済 活 動 の 抑 制 を 伴 う か た ち で ⼈ 々 の ⾏ 動 変 容 が 起 き て い る よ う に ⾒ え る

点 で あ る （ 鎮 ⽬ 2021b: 223） 16。 そ の 背 景 に つ い て 現 時 点 で 確 証 を も っ て 論 じ

る こ と は 難 し い が 、「 ム ラ 社 会 」と も 形 容 さ れ る 中 近 世 以 来 の ⽇ 本 の コ ミ ュ ニ テ

ィ の あ り ⽅ が 関 係 し て い る の か も し れ な い （ 渡 辺 1994、 同 2020、 坂 根 2011、

松 沢 2016）。  

                                                       
16 こ の 点 は 、 ⼾ 堂 康 之 ⽒ の ご ⽰ 唆 に よ る 。  
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（ ２ ） 規 範 的 （ normative） な 含 意 ： 価 値 の 観 点 か ら  

政 策 選 択 や ⾏ 動 の 基 準 を ど の よ う に 設 定 す る か と い う 規 範 的 な 分 析 に 対 し て

は 、 経 済 学 は 必 ず し も 万 能 で は な い 。 政 策 選 択 や ⾏ 動 の 基 準 設 定 に お い て 、 こ

こ 百 年 の 間 に 感 染 症 へ の 対 応 に 関 す る 社 会 的 規 範 が ⼤ き く 変 化 し て き た と す る

と 、 す べ て の 時 代 や 社 会 に ⼀ 律 適 ⽤ 可 能 な 普 遍 的 な 基 準 が 存 在 す る と 考 え る こ

と は 現 実 的 で は な い で あ ろ う 。 社 会 レ ベ ル で の 政 策 選 択 の 基 準 は 、 各 時 代 、 各

社 会 の 主 権 者 の 価 値 観 に 依 存 し て お り 、 個 ⼈ の 集 合 体 と し て の 意 思 決 定 の 問 題

は 、 政 治 学 の 分 野 で は 政 治 哲 学 、 経 済 学 の 分 野 で は 公 共 選 択 の 問 題 と し て 捉 え

ら れ て き た 。 ピ グ ー と の 間 で 、 社 会 的 厚 ⽣ 関 数 の 測 定 可 能 性 に つ い て 論 争 を 繰

り 広 げ た ラ イ オ ネ ル ・ ロ ビ ン ズ は 、 個 ⼈ が 感 じ る 価 値 は あ く ま で 主 観 的 な も の

で あ る と し て 、 他 ⼈ と ⽐ 較 し た り 社 会 全 体 で 集 計 し た り す る こ と に 対 し て 懐 疑

的 な ⾒ ⽅ を ⽰ し て い る （ Robbins 1981）。  

そ も そ も 個 ⼈ レ ベ ル で の 選 択 も 、 個 ⼈ の 価 値 観 に 依 存 し て お り 、 合 理 的 な 基

準 の 存 在 が 保 証 さ れ て い る わ け で は な い 。 英 国 の 思 想 史 家 ア イ ザ ィ ア ・ バ ー リ

ン（ 1909-1997）は 、⻄ 洋 社 会 に お い て 伝 統 的 に ⽀ 持 さ れ て き た 価 値 ⼀ 元 論（ す

べ て の 価 値 を 包 摂 す る 普 遍 的 な 価 値 の 存 在 を 認 め 、 こ れ を 追 求 す る こ と を 是 と

す る 思 想 ） を 否 定 し 、 価 値 多 元 論 を 提 唱 し た 。 す な わ ち 、 個 ⼈ が ⽇ 常 的 に ⾏ う

さ ま ざ ま な 選 択 に 際 し て 依 拠 す る 価 値 が 多 元 的 で あ る こ と 、 ま た こ れ ら の 価 値

が 相 互 に 通 約 不 可 能（ incommensurable）で あ る だ け で な く 、相 互 に 衝 突 す る も

の（ 両 ⽴ 不 可 能 : incompatible）で あ る と の 認 識 を ⽰ し た（ 濱 2008: 53）17。バ ー

リ ン は 、『 ⾃ 由 論 』の 中 で 、以 下 の よ う に 述 べ て い る（ バ ー リ ン 1997: 384-385）。  

 

⼈ 間 の 思 い 描 く さ ま ざ ま な ⽬ 的 の す べ て が 調 和 的 に 実 現 さ れ う る よ う な 唯

⼀ の 定 式 の ご と き も の が 、 原 理 的 に 発 ⾒ 可 能 で あ る と い う 信 仰 は 、 明 ら か

に 誤 り で あ る と 思 う の だ 。 も し わ た く し の 信 じ て い る よ う に 、 ⼈ 間 の ⽬ 的
                                                       
17 バ ー リ ン の 価 値 多 元 論 に つ い て は 、 グ レ イ （ 2009） の 「 ⽇ 本 語 版 へ の 序
⽂ 」（ vii-xii） な ら び に 河 合 秀 和 に よ る 「 訳 者 ま え が き 」（ xiii-xxx） に 簡 潔 な 解
説 が あ る 。 ま た 、 森 （ 2018） は 、 価 値 多 元 論 を 含 め た バ ー リ ン の 思 想 に つ い
て 、 グ レ イ を は じ め と す る 先 ⾏ 研 究 の 批 判 的 検 討 を ⾏ っ て い る 。  
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が 多 数 で あ り 、 そ の す べ て が 原 理 的 に は 、 相 互 に ⽭ 盾 の な い も の で は あ り

え な い と す る な ら ば 、衝 突・葛 藤 の 可 能 性 ― 悲 劇 の 可 能 性 ― が 、個 ⼈ 的 に も

社 会 的 に も 、 ⼈ 間 の ⽣ 活 か ら 完 全 に 除 去 さ れ る と い う こ と は 決 し て あ り え

な い 。 そ う す れ ば 、 絶 対 的 な 諸 要 求 の 間 で の 選 択 を 余 儀 な く さ れ る と い う

事 態 は 、 ⼈ 間 の 状 態 の 不 可 避 的 な 特 徴 で あ る こ と と な る 。  

 

バ ー リ ン に よ れ ば 、 各 個 ⼈ は 、 そ も そ も 相 互 に ⽐ 較 す る こ と が 不 可 能 な 複 数

の 価 値 体 系 の 中 で 選 択 を 迫 ら れ て お り 、ま た 、あ る 価 値 体 系 に 基 づ く と「 善 い 」

選 択 を し た 場 合 に 、 他 の 価 値 体 系 に 基 づ く と 「 善 く な い 」 結 果 を ⽣ じ る 状 況 に

あ る （ グ レ イ 2009: 166-169、 森 2018: 63）。 バ ー リ ン は 、 個 ⼈ あ る い は 社 会 が

拠 っ て ⽴ つ 諸 価 値 の 完 全 な 計 算 ・ ⽐ 較 可 能 性 を 否 定 し 、 あ る 価 値 に 基 づ く 選 択

が 他 の 価 値 に お け る 損 失 を 意 味 す る と き に 、 そ の 損 失 を 何 ら か の 代 替 物 （ 例 え

ば ⾦ 銭 ） に よ っ て 完 全 に 補 償 す る こ と が 不 可 能 で あ る 場 合 が あ る と 考 え る

（ Lukes 1997: 187-188, 森 2018: 106-107） 18。  

感 染 症 へ の 対 応 に 引 き 付 け て 考 え る と 、 わ れ わ れ は 、 経 済 的 利 益 の 追 求 、 個

⼈ の ⾏ 動 の ⾃ 由 の 追 求 、 プ ラ イ バ シ ー の 保 護 、 ⽣ 命 と 健 康 の 維 持 、 ⽂ 化 的 価 値

の 保 護 な ど 、 そ も そ も 相 互 に ⽐ 較 す る こ と が で き な い 複 数 の 価 値 の 中 で 、 何 を

犠 牲 に し て 何 を 選 択 す る か の 判 断 を 迫 ら れ て い る 。 で は 、 ど の よ う に し て 、 何

を 犠 牲 に し て 何 を 選 択 す べ き か 。 こ の 点 に つ い て バ ー リ ン は 、 以 下 の よ う に 述

べ て い る （ バ ー リ ン 1992: 24-26）。  

 

い く つ も の 可 能 性 の 中 か ら 、 ど の よ う に し て 選 択 す れ ば よ い の か 。 何 の た

め に 、何 を 、ど れ だ け 犠 牲 に し な け れ ば な ら な い の か 。明 確 な 答 は な い と 、

                                                       
18 Lukes に よ れ ば 、「 ト レ ー ド ・ オ フ 」 (trade-off)と い う 概 念 は 、 損 失 が 相 互
に ⽐ 較 可 能 で 、 代 替 物 に よ る 補 償 が 可 能 で あ る と い う 意 味 に お い て 、 諸 価 値 間
の 通 約 可 能 性 を 前 提 と し て い る の に 対 し 、「 犠 牲 」（ sacrifice） と い う 概 念 は 、
代 替 物 に よ る 補 償 が で き な い か け が え の な い も の の 損 失 を 意 味 す る 点 で 、 諸 価
値 間 の 通 約 不 可 能 性 を 含 意 す る （ 森 2018: 106-107）。 な お Lukes（ 1997: 191-
192） は 、 ⼈ 命 （ human life） を 「 犠 牲 」 と い う 概 念 が 該 当 し 得 る 例 と し て 挙
げ て い る 。  
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私 は 思 う 。し か し 、衝 突 は 避 け ら れ な い に し て も 、そ れ を 柔 ら げ る こ と は で

き る で あ ろ う 。 さ ま ざ ま な 主 張 の 間 に バ ラ ン ス を 作 り 、 妥 協 に 到 達 す る こ

と は で き る で あ ろ う 。 … ⼀ 般 原 則 と し て な し 得 る 最 善 の こ と は 、 絶 望 的 な

状 況 の 発 ⽣ を 防 ぎ 、耐 え が た い よ う な 選 択 は 避 け ら れ る よ う な 均 衡 状 態 を 、

た と え 不 安 定 な も の で あ っ て も 維 持 し て い く こ と で あ る 。 そ れ が 、 ま と も

な 社 会 を 作 り 出 す た め の 第 ⼀ の 必 要 条 件 で あ る 。  

 

こ の 結 論 は 、 規 範 的 原 理 と し て は 物 ⾜ り な い 印 象 を 与 え る か も し れ な い が 、

こ う し た 衝 突 や 葛 藤 の 存 在 は 、 価 値 ⼀ 元 論 的 な 規 範 理 論 の も と で は そ も そ も 認

識 さ れ な い も の で あ り（ 森 2018: 78）、バ ー リ ン は 、価 値 ⼀ 元 論 的 な 規 範 か ら 導

か れ る 解 決 策 の 孕 む 危 険 性 を 指 摘 し て い る と い え る 。 グ レ イ に よ れ ば 、 バ ー リ

ン は 、 ⼈ 間 の 本 性 は 未 完 成 で あ り 、 ⽇ 々 の ⽣ 活 の 中 で 共 通 の 尺 度 の な い ま ま に

さ ま ざ ま な 選 択 を ⾏ う こ と を 通 じ て ⼈ 間 が ⾃ ⼰ を 変 ⾰ し 、 創 造 し て い く こ と を

可 能 と す る も の と し て 、 ⾃ 由 主 義 を ⽀ 持 し た 。 裏 を 返 せ ば 、 国 家 が 国 ⺠ に 何 ら

か の 単 ⼀ の 解 決 策 を 押 し 付 け る の は 合 理 的 で は な い と 考 え る （ グ レ イ 2009: 

166-169）。ま た 、グ レ イ に よ れ ば 、バ ー リ ン は 、選 択 の 積 み 重 ね と い う 歴 史 に

よ っ て 形 成 さ れ 、 継 承 さ れ て き た ⽂ 化 が 選 択 を 規 定 す る ⾯ が あ る ⼀ ⽅ で 、 ⼈ 間

の 本 性 は 歴 史 的 に 変 化 す る 可 能 性 が あ る こ と を ⽰ し て い る （ グ レ イ 2009: 186-

187）。  

感 染 症 へ の 対 応 に 引 き 付 け て 考 え る と 、 わ れ わ れ は 、 相 互 に ⽐ 較 す る こ と が

で き な い 複 数 の 価 値 の 間 で 、 個 々 ⼈ が ⾃ ら 何 ら か の 犠 牲 を 認 識 し つ つ 何 か を 選

択 す る こ と で 、 ⾃ ら の 経 験 に 基 づ い て ⾃ ⼰ を 変 ⾰ 、 創 造 し て い る と も い え る 。

過 去 や 他 国 の 経 験 は 参 考 に は な る か も し れ な い が 、 そ れ が 現 在 の ⽇ 本 に ⽣ き る

わ れ わ れ に と っ て 望 ま し い 選 択 と は 限 ら な い 。 も と よ り 個 ⼈ の ⾏ 動 の ⾃ 由 の 追

求 は 唯 ⼀ 絶 対 の 価 値 で は な く 、 百 年 前 に ⽐ べ 、 経 済 的 利 益 を 犠 牲 に し て も ⽣ 存

権 を 保 障 す る こ と に 対 す る 欲 求 が ⾼ ま っ て い る の で あ れ ば 、 死 者 を 限 り な く ゼ

ロ に 近 づ け る た め に 経 済 活 動 の 抑 制 や ⽇ 常 ⽣ 活 の 制 限 を 許 容 す る と い う 選 択 が

な さ れ る か も し れ な い 。 ⽇ 本 に お い て 、 戦 時 期 の 「 総 ⼒ 戦 」 の 経 験 を 忌 避 し て

個 ⼈ の ⾃ 由 や プ ラ イ バ シ ー の 保 護 を 重 視 す る 傾 向 が 強 い の で あ れ ば 、 ⾃ 由 権 の

侵 害 に 踏 み 込 む 措 置 は 回 避 さ れ る か も し れ な い 。重 要 な こ と は 、判 断 す る 際 に 、
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ど の よ う な 価 値 に 基 づ い て 、 何 を 犠 牲 に し て 何 を 選 択 し た の か を ⾃ 覚 す る こ と

で あ る 。 そ の よ う な 場 合 に 、 い か な る 選 択 で あ れ 国 家 が 予 め 優 先 順 位 を つ け て

そ れ を 国 ⺠ に 強 制 す る こ と は 、 個 ⼈ に よ る 選 択 と ⾃ ⼰ 変 ⾰ の 機 会 を 奪 う こ と に

な る 。 現 在 の ⽇ 本 は 、 歴 史 的 に 形 成 さ れ た ⽣ 活 様 式 や 社 会 の 規 範 に 導 か れ な が

ら 、 個 ⼈ が ⾃ 由 意 志 に 基 づ く ⾃ 発 的 な 選 択 を 重 ね て い く こ と が 可 能 な 社 会 と し

て 前 向 き に 評 価 で き る の か も し れ な い 。 ⽇ 本 に 限 ら ず 、 危 機 へ の 対 応 の た め と

称 し て 国 家 が 特 定 の 規 範 に 基 づ く 強 制 的 な 措 置 を 導 ⼊ す る こ と は 、 個 ⼈ の ⾃ 由

意 志 を 否 定 し た 1930〜 1940 年 代 の ⽇ 本 の 轍 を 踏 む こ と に つ な が る 可 能 性 が あ

る 。  

 

５ ． お わ り に ： 歴 史 の ⼀ コ マ と し て の COVID-19 か ら 何 を 学 ぶ か  

 本 稿 で は 、COVID-19 と そ の 対 応 へ の 含 意 を 念 頭 に 置 き つ つ 、感 染 症 の 歴 史

を 振 り 返 っ て き た 。 古 代 以 来 、 ⼈ ⼝ の 数 ⼗ ％ が 失 わ れ る よ う な 感 染 症 の ⼤ 流 ⾏

が 繰 り 返 さ れ た が 、 近 代 に ⼊ る と 公 衆 衛 ⽣ の 普 及 等 に よ り 、 死 亡 率 は 劇 的 に 低

下 し た 。 1918 年 の イ ン フ ル エ ン ザ は COVID-19 と 疫 学 的 に は 共 通 す る 部 分 も

多 か っ た が 、社 会 経 済 に 与 え た 影 響 は COVID-19 ほ ど で は な か っ た 。本 稿 で は 、

こ う し た 違 い の 原 因 を 、 こ の 百 年 の 間 に 社 会 的 規 範 が 変 化 し た こ と に 求 め 、 社

会 的 規 範 の 変 化 に は 、「 総 ⼒ 戦 」思 想 の 浸 透 と 、近 代 的 な ⽣ 存 権 の 確 ⽴ が 寄 与 し

た 可 能 性 を 指 摘 し た 。COVID-19 へ の 対 応 の 中 で 、経 済 学 は 実 証 的（ positive）

な 分 析 の ⾯ で 現 実 的 な 処 ⽅ 箋 を 考 え る た め の 有 ⽤ な ツ ー ル で あ る こ と を ⽰ し た

⼀ ⽅ 、規 範 的（ normative）な 分 析 の ⾯ で 経 済 学 は 万 能 で は な い 。⾃ 然 科 学 だ け

で な く 、 歴 史 や 哲 学 な ど の ⼈ ⽂ 科 学 と 対 話 、 協 業 す る こ と で 、 社 会 科 学 と し て

の 経 済 学 の 地 平 が さ ら に 広 が る と 考 え ら え る 。  
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