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ޔߪߢᧄⓂޕࠆߢ㊀ⷐ߇ߣߎࠆߢ৻ߣ{進化ߩࠬࡦࠛࠗࠨ࡞ࡕ bf¥}߇ࠣࡦ࠺ࡕߩߎ

აሶⷰߩὐࠄ߆ഞਥ⟵߇ၮ⺞ࠆߔߣᗲޔ⋧ߩߤߥᓼᓞࠍᜪࠗࠨ࡞ࡕޔߍ

 ޕߚߒឭ᩺ࠍ⟵ഞਥߩ࠻ࡦࠚࠫࠛ↪⋦⊛⾰⇣ߦߚߩᑪౣߩࠬࡦࠛ
 
㧔ᵈ㧕 
ᧄႎ๔ߪᎹẢ✬ޡ␠会⑼学ౣࠍ᭴▽ࠆߔ－ၞᐔߣౝ⊒⊛⊒ዷޢ㧔⍹ᦠᐫ2007ޔ

年 1 月ೀⴕ㧕第 19 ┨ᚲߩ⾐ੑ⪺ޟ⇣⾰⊛⋧↪ࠛߩ࠻ࡦࠚࠫഞਥ⟵࡞ࡕߣ

 ޕߊߠၮߦޠ進化ߩࠬࡦࠛࠗࠨ

⸥論ᢥߪߡߟߦ⪺ᮭࠍ⠨ᘦޔߡߒᧄ論ᢥ集ߪߦឝタޕߚߒߦߣߎߥߒ 
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ೋᦼࠞߩࠕ࠼࡞ਇဋⴧ経済学 

ᧁ 㓶৻㧔৻ᯅ大学㧕1 

 

Σ ߦߓߪ 

 

ߢߣߎߚߒᛕ್ߊ㍈ߦ߁ࠃߩᰴࠍޠဋⴧ経済学ޟ㧘ߪ㧔1908-1986㧕ࠕ࠼࡞ࠞࠬࠦ࠾

⍮ޡޟޕࠆࠇࠄဋⴧ経済学ࠆߔ᧪↱ߦޢᕁ⠨⠌ᘠߪߦ㧘経済学ޡࠍ⑼学ߡߒߣޢ⊒ዷࠆߖߐ

㓙ߦ㊀ⷐߥ㓚ኂߥ߁ࠃࠆߥߣᒝὓߥ⺃࿃ജޡߩߢߎߎ߅ߥޕࠆ߇⑼学ߪ⺆↪߁ߣޢ㧘ޡ経

㛎⊛ߦޢផ論ߚࠇߐቯߦၮߡߠ㧘߽ࠇߕߡߟߦࠄࠇߘᬌ⸽น⢻ߥ߁ࠃࠆߢ৻⟲

⸶㇌,p.176,[16])ޠࠆߔᗧࠍቯℂߩ 249 ࠼࡞ࠚࡈޟࠆߌ߅ߦਇဋⴧ経済学ߦࠄߐޕ(ࠫࡍ

߅ߦࠇᵹߩ進化経済学ߩ㧘日ߪ❣ᬺߩࠕ࠼࡞ࠞߩߡߟߦޠⓍ⊛࿃ᨐ㑐ଥ⚥ޟޠᴺೣࡦ

ߒ߆ߒޕࠆߡࠇࠄߍࠅขߊ߈大ߡ LSE ߚߒߏㆊߢ 1930 年ઍࡦࡆࡠޟߪࠕ࠼࡞ࠞߩ

ޕࠆࠇߐߣߚߞߢᡰᜬ⠪ߩޠဋⴧ経済学ޟ㧘ࠅߢ㧝ੱߩࡃࡦࡔߥജߩޠ࡞ࠢࠨ࠭

ߪࠅࠃ߁ߣࠇߘߩ࡞ࡖࠪࡑ㧘ߪ経済学ߩ࠭ࡦࡆࡠޟޕࠆߔ回ᗐߦ߁ࠃߩᰴߪࠕ࠼࡞ࠞ

⑳㧘ߢߍ߆߅ߩ࠭ࡦࡆࡠ(⇛ਛ)ޕߚߞߢဋⴧℂ論⥸৻ߩࡦࠕ࠻ࠬࠝ߿ࠬ࡞ࡢ㧘ࠈߒ

࡞ࠞߚߒ߁ߘޕޠߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⸂ℂߦቢోࠍℂ論ߥ߁ࠃߩߘ㧘ߊߥ߽ᚭᖺ߿⇼㧘ߪ

㧘LSEࠄ߆⸒⸽ߩࠕ࠼ ᤨઍߩᓐޟߪ❣ᬺߩဋⴧ経済学ߩޠᨒ⚵ߩߺౝߦ⟎ࠇࠄߌߠ㧘㜞

 ޕ2ᄙ߇ߣߎࠆࠇߐ⸂ߣߩ߽ߚߒ⛘ᢿߣ❣ᬺߩᓟᦼࠆࠇࠄ߃ਈ߇ଔ⹏

⏕ਇޟߩဋⴧޔߡߒ⊑ࠍ㧔[9]㧕ޠ㘃⊛⹜論ߩဋⴧޟ㧘ߪࠕ࠼࡞ࠞߩᒰᤨࠄ߇ߥߒ߆ߒ

ቯᕈߡߟߦޠ⸒ޟߚ߹ޕߚߡߒડᬺߩဋⴧࠫ࠶ࡉࡦࠤޔߪߢ([10])ޠ⾌↪論ࠍ⠨

ኤޔߡߒડᬺ⠪ߩേ⊛ߥᯏ⢻ޟߩߡߒߣ⺞ᢛ⢻ജߩޠਇ⏕ቯᕈࠍᜰ៰ߒ㧘J.ߩࡦ࠰ࡦࡆࡠਇ

ቢో┹ᛕ್ޟޔߪߢਥⷰ⊛㔛ⷐᦛ✢ޠ([11],p.60)ࠍ⠨᩺ࠍࠄࠇߎޕߚߡߒ㊀ⷞࠄߥࠆߔ

߫㧘ޟဋⴧ経済学ߩޠᨒ⚵ߦߕࠄ߹⇐ߦߺ㧘ࠅࠃታߦㄭⷐ⚛ࠍขࠅߊߡࠇᆫ߇ᣢ

ဋޟ㧘ߪߢ([12])ޠㆊ⢻ജߣਇቢోᕈߩᏒ႐ޟ㧘߫߃⸒ߦࠄߐޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚߞߦߎߘߦ

ⴧ経済学ߦޠၮߊߠ⚐☴ℂ論߿ቢో┹ߊߥߪߢ㧘ߦࠇߘၮߥ߆ߠᏒ႐ߩਇቢోᕈߟߦ

৻ߣቯߩቢో┹ߪߊߒℂ論߽☴⚐߇┹ࠆߌ߅ߦᧄਥ⟵経済⾗ޟޕࠆߡࠇߐ⸒ߡ

㧘1930ߦ߁ࠃߓหߊోߣޢℂ論⥸৻ޡߩ࠭ࡦࠗࠤ㧘ߪ⊑߁ߣߥߒ⥌ 年ઍߩ⍮⊛⥝ᅗ

                                                  
1 ᧁ 㓶৻㧔৻ᯅ大学␠会⑼学ฎౖ⾗ᢱ࠲ࡦഥᚻ㧕ޔyuichik@wg7.so-net.ne.jp 
cc00847@srv.cc.hit-u.ac.jp 
 ,[38],[37])ߩߩ߽ࠆߊᢙᄙߪⓥ⎇ߩߡߟߦࠕ࠼࡞ࠞߩߡߒߣࡦࠕࠫࡦࠗࠤ࠻ࠬࡐ 2
[39],[42],[46],[47]),ೋᦼࠞߩߡߟߦࠕ࠼࡞論⠨ߪ㧘Targetti([37]),Thirlwall([38]),ᩮ

ޕ㧕ߊ⋬ߪᧁ[43][44][45]߅ߥ㧔ࠆߢߌߛࠆߡࠇࠊᛒࠅขߦ⊛⚫ߡ߅ߦ([47],[46])

Targetti ([37]),Thirlwall([38])߇㧘ࠞޟߩࠕ࠼࡞㕒学ဋⴧߩቯߦ㑐ࠆߔ㘃⊛⹜論([9])ޠ
ߡߒ៰ᜰߣࠆߢ論ᢥߩဋⴧℂ論⥸৻ߚߒ⸛ᬌߡߟߦሽ㧘ቯᕈ㧘৻ᗧᕈߩဋⴧࠍ

ဋޟ㧘ߌฃࠍᓇ㗀ߊ߈大ߦࠢࠛࠗࡂ߿࠭ࡦࡆࡠ㧘ߪࠕ࠼࡞ࠞߩ㧘ᒰᤨߦ߁ࠃࠆ߆ࠊࠄ߆ߣߎࠆ

ⴧࠍޠᠩ⼔ࠆߔᆫߦࠄߐޕࠆࠇߐߣࠆߦᩮ([46],[47])ߪ㧘ࠞ߇ࠕ࠼࡞㒢⇇ਥ⟵経済学

経済学࠭ࡦࠗࠤࠄ߆ 㧘߽ࠇߕߪవⴕ⎇ⓥߩࠄࠇߎޕࠆߡߒ␜ࠍߣߎߊߡߒޠォะޟ߳

߁ࠃࠆߡߒଔ⹏ࠍࠕ࠼࡞ೋᦼࠞߢᒻࠆߔኻᾖߣࠕ࠼࡞ࠞߩߡߒߣࡦࠕࠫࡦࠗࠤ࠻ࠬࡐ

࠼࡞ࠞࠆߌ߅ߦ進化経済学ࠆߡࠇࠄߍࠅขߡ߅ߦToner([39]),([42])ޕࠆࠇࠊᕁߦ

 ޕࠆߡߒଔ⹏ࠍߺߩ❣ᬺߩࠕ࠼࡞ࠞߩߡߒߣࡦࠕࠫࡦࠗࠤ࠻ࠬࡐ論߽㧘⼏ߩࠕ
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ޠဋⴧ経済学ޟߪࠕ࠼࡞㧘ೋᦼࠞߡߒᢿ್ࠄ߆ὐߥ߁ࠃߩߎޕ(p.59,[19])ޠߚߞߢ‛↥ߩ

 ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚߡߞ߽ࠍᆫߥ⊛ᛕ್ߣ߽ߣ߽ߡߒኻߦ

  ᧄႎ๔ߪ㧘ೋᦼ߽ࠞߦࠕ࠼࡞ሽߣߚߡߒ⠨ޟࠆࠇࠄ߃ဋⴧ経済学ߦޠኻࠆߔᛕ್⊛

⸃ࠍ⏕ޔߡ߃ᝒߦ経済学ผޟࠆߌ߅ߦᣂࠕ࠼࡞ࠞޠߥߚޟߣ進化経済学߅ߦޠ

 ޕࠆߔߣ⊛⋠ࠍߣߎࠆߔឭଏࠍࠕ࠺ࠗࠕޠߥߚᣂޟߡ

 

Τ ဋⴧޟߩਇ⏕ቯᕈޠ 

 

⸒ߦ߁ࠃߩᰴࠍޠਇ⏕ቯᕈޟߩဋⴧޔߡ߅ߦ㧔[9]㧕ޠ㘃⊛⹜論ߩဋⴧޟޔߪࠕ࠼࡞ࠞ

ޟޕߚߒ㕒学ߩቯߪဋⴧޡࠍቯࠆߖߐޢᔅⷐ᧦ઙߩߘޕߥࠄߥઁߦ᧦ઙߩਅߚ⑳ߢ

ቯߩࠄࠇߎࠎߚߞޕࠆߢߩࠆ߈ߢㅀ⸤ߦ⏕ᱜߦ⊛学⑼ࠍㆇⴕߩታ㓙ߩ⽎経済ߪߜ

㧘߫ࠄߥߚࠇࠄᓧࠍኈߥ⊛⥸৻ߡࠇߐ㧘․ᱶ化ߢ࿐ౝ▸ࠆߡࠇࠊⴕ߇⚝ᕁߥ⊛➈㧘Ṷ߇

ਇ⏕ቯᕈ㧔indeterminateness㧕ޡ㧘ߪ⚛ⷐ⻉ߒᣂ߁ᜂࠍᓎഀࠆߔᒻᚑࠍㆇⴕߩ᧪ࠆ

ቯ߇ሽߩജ⻉ߥ⊛ㅊടߩࠄࠇߎࠎߚߞߒ߆ߒ㧔ਛ⇛㧕ޕࠆ߁ࠇߐㅀ⸤ߡߒߣޢේ࿃ߩ

ߔᱠ೨進৻ߪޠ⽎ᕈޟߩ㧘⚐☴ℂ論ߡߒᶖṌߪޢਇ⏕ቯᕈޡ㧘ࠄߚࠇ߹ߎၒߦ大ㇱಽߩ

ߣޕࠆߔ⥌৻ߣၮḰߥਥⷐߩ学⊛ಽᨆ⑼ߦ߆ࠄ㧘߇ߘߎ߈⛯ᚻߚߒ߁ߎޕࠆߢߩࠆ

ߎࠆߔ㘃化ࠍ㑐ଥ⋦ߥⶄ㔀ߢߣߎࠆߔⓥ⎇ࠍ࿃ᨐ⊛ㅪ㎮ߩ⽎߽ߒ㧘߽ߪࠇߘ߽ߩ߁

 ޕ㧔Ibid., pp.13-14㧕ޠࠆߢࠄ߆ߛ߈⛯ᚻߥน⢻ߩ৻໑߈ߴࠆ㧘ข߫ࠇߔߣ⊛⋠ࠍߣ

 

 㘃⊛⹜論        Dࠆߔ㑐ߦဋⴧቯ ޤ第㧝࿑ޣ

 㧼 

 

 

                                              A’  

                                 B 

                                                A 

                                               C 

                                               A’’ 

                      E 

t0                                                               t 

 

ሽ㧘৻ᗧᕈ㧘ቯᕈ㧘㧔Τ㧕ⶄᢙဋߩဋⴧࠆߌ߅ߦ㧘㧔Σ㧕ᤨ㑆ᄌ化ࠍ論⼏ߩࠕ࠼࡞ࠞ

ⴧߣⓠㅛჇ㧘㧔Υ㧕ޟ⺞ᢛㅦᐲߦޠ㑐ߩࡕࠢࠆߔᎽℂ論㧘ߩਃὐߦಽߡߌ㧘࿑㧝ߦ߁ࠃߩ

ᢛℂޕ3߁ࠃߒ࿑㧝ߪ❑ゲߦଔᩰࠍขࠅ㧘ᮮゲᤨߦ㑆ࠍขߢߣߎࠆ㧘ဋⴧࠆ⥋ߦㆊ⒟ߒ␜ࠍ

                                                  
㧘ࠞߪ࿑ߩߎ 3 ޕࠞࠆߢߩ߽ߚ߃ടࠍ㧘⧯ᐓᚻߦ࿑㧔Ibid., p.18㧕ࠆࠃߦࠕ࠼࡞ 㧘ߪࠕ࠼࡞

⣉ᵈߩਛߩߘߢ࿑ࠍឬ߈㧘ᧄ論ࠍℂ⸃ߩߚࠆߔෳ⠨ࠅ߅ߡߒ␜ߡߒߣ㧘ᧄ論ߣ࿑ߩߣኻ

ᔕ㑐ଥࠍ⋥ធ␜ࠄ߇ߥߒ⼏論ࠍዷ㐿ߩߎߒ߆ߒޕߥߡߒ࿑ߪ㧘㧔Σ㧕㧔Τ㧕㧔Υ㧕ߦ㑐ߔ

ߦ⊛ⷞⷡࠍ論⼏ߩࠕ࠼࡞㧘ࠞߡߒ↪ࠍ࿑ߦࠄߐޕࠆࠇߐᢿ್ߣ㧘ࠆߡߒኻᔕߣᧄ論ࠆ

ℂ⸃߫ࠄߥࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ㧘ࠞߩࠕ࠼࡞⼏論♽ࠍℂ⸃߽ߡߞߚߦࠆߔ࿑ࠍ↪ࠆߔ

 ޕࠆߢ㊀ⷐߪߣߎ
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Aޕࠆߡ 㧘Bࠬࠤࠆߡߒ┙ᚑ߇ဋⴧߡ߅ߦὐᤨࠆࠁࠄߣࠅ㧘ߪ ቯ߇㧘ဋⴧߪ

⋤㧘ߩߩ߽ࠆߔቯߪߦ⊛⚳ᦨߪ㧘ဋⴧߢㆊ⒟ߔ␜ࠍ〝ㅢࠆߤߚߦታ㓙߇㧘ଔᩰߢ߹ࠆߔ

㧘Cࠬࠤߥߒ㆐ߪߦߋ 㧘Dࠬࠤࠆ⥋ߦဋⴧߡ߇߿ߩߩ߽ࠆߔሽ߇㧘ਇ⏕ቯᕈߪ 㧘ߪ

ဋⴧὐߥࠄ⥋ߦਇ⏕ቯᕈࠬࠤߩ㧘E ࠬࠤߥߒ㆐ߦဋⴧߢᴫ⁁ߩߒࠅ➅ߩቯ৻ߪ

㧔ὐ✢㧕㧘ߦࠄߐⶄᢙߩ A  ޕࠆߥߣࠬࠤߩ㧘ⶄᢙဋⴧ߫ࠇߔߣ ’’㧘A, A’ , A߈ᦠࠍࡦࠗߩ

 

㧔Σ㧕ᤨ㑆ᄌ化ࠆߌ߅ߦဋⴧߩሽ㧘৻ᗧᕈ㧘ቯᕈ 

ߩ㧘㧔a㧕㕒学ဋⴧߡߟߦሽ㧘৻ᗧᕈ㧘ቯᕈߩဋⴧࠆߌ߅ߦ㧘ᤨ㑆ᄌ化ߪࠕ࠼࡞ࠞ

ቯࠆࠇࠄ↪ߡ߅ߦቯ㧘㧔b㧕ဋⴧߩ⟎߇ታ㓙ࠆߤߚߦㅢ〝ࠆߡߒ┙⁛ࠄ߆႐ว㧘

ଔᩰࠆߌ߅ߦ㧘Ǫ㧕㐽㎮経済ߩ࠰࡞ࠢࡦ࠰ࡦࡆࡠ㧘ǩ㧕ࠇߙࠇߘ㧘ߌಽߦߟੑߩ

 ޕߚߒ論⼏ߡ↪ࠍ㧘ߩࡓ࠹ࠬࠪ

㧔a㧕ߩǩߪ㧘ቅ┙ੱࠍ࠰࡞ࠢࡦ࠰ࡦࡆࡠߩߡߒߣᗐቯޕࠆߔ㧔a㧕ߩቯࠄ߆㧘ࡠ

ဋⴧߦ㧘හᤨߢߩࠆߔᚲࠍ経㛎4ߥቢోࠄ߆೨߁ⴕࠍ㧘経済ᵴേߪ࠰࡞ࠢࡦ࠰ࡦࡆ

ὐߦะޕ߁߆࿑߫߃⸒ߢ㧘A ߣᚻ⾈ࠆߌ߅ߦ㧘㐽㎮経済ߪǪߩᣇ㧘㧔a㧕৻ޕࠆߔᒰߦ

ᄁࠅᚻ߇㧘ቢో⍮⼂ߟ߽ࠍ႐วߩ឵ขᒁᏒ႐ࠍᗐቯߩߎޕࠆߔ႐ว㧘㧔1㧕⾈ᚻߣᄁࠅ

ᚻߪ㧘ࠝ߇࠽࡚ࠪࠢଔᩰࠍต߱ߣหᤨߦขᒁࠍⴕ㧘ဋⴧߦ㆐࡞ࡢޟ߁ߣࠆߔ

ࠬ⊛Ꮢ႐ޠ㧘㧔2㧕⾈ᚻߣᄁࠅᚻ߇ሽߒ㧘ᄁࠅᚻ⾈ߪᚻౣߣᄾ⚂߈ߢ㧘ᥳቯ⊛ᄾ⚂ࠍⴕ

ࠇߎޕࠆ߈ߢ⸛ᬌ߇႐วߩߟੑߩ㧘ޠᏒ႐⊛ࠬࡢࠫ࠶ࠛޟ߁ߣࠆߔ㆐ߦ㧘ဋⴧߟߟ

ߓห߁ߣࠆߔဋⴧ߳㆐ߪߦ⊛⚳㧘ᦨߩߩ߽ࠆߔሽ߇ㆊ⒟ߩ⺋㧘⹜ⴕ㍲ߪ㧔1㧕㧔2㧕ࠄ

⚿論ޕ5ߔࠄߚ߽ࠍ࿑߫߃⸒ߢ㧘B  ޕ㧔Ibid., pp.18-20㧕ࠆߔᒰߦ

㧔b㧕ߩǩߪ㧘㧔a㧕ߩǩߣหࠍ࠰࡞ࠢࡦ࠰ࡦࡆࡠߦ߁ࠃߓᗐቯ߽ߟߟߒ㧘ߩߎ႐ว㧘

経済ᵴേࠍ㐿ᆎߪ࠰࡞ࠢࡦ࠰ࡦࡆࡠࠆߔ経㛎ߕߚ߽ࠍ㧘㕖วℂ⊛ߦᝄ⥰ߣ߁ቯߢ

࠺ߩᚲਈ߽ߦ㧘ὼߢਛߩⓍ⫾ߥ⊛Ბ㓏ߩ㧘経㛎ߪ－࠰－࡞ࠢࡦ࠰ࡦࡆࡠߒ߆ߒޕࠆ߈

㧘C߫߃⸒ߢ࿑ޕࠆߢߩࠆ⥋ߦဋⴧߩߟ৻㧘ߢߣߎࠆߔ⥌৻ߦ࠲ ᣇ㧘৻ޕࠆߔᒰߦ

㧔b㧕ߩǪߪ㧘㐽㎮経済ࠆߌ߅ߦฦੱࠍᗐቯ߽ߟߟߒ㧘ᓐߩࠄⴕേ߇㧘⫾Ⓧߚࠇߐ経㛎ࠍ

                                                  
㧘ᛛߢߌߛߔ␜ࠍ⼂⍮ࠆߔ㑐ߦⅣႺ᧦ઙ㧘ㆬᛯⴕὑߪߣޠ経㛎ޟߩࠕ࠼࡞ࠞ߁⸒ߢߎߎ 4

ⴚ⊛ߥᗧߩߢ⍮⼂ߪ߹ޟߜࠊߥߔޕߥ経㛎ߪ⪲⸒߁ߣ㧘නߦ㧘ࠢ࠰࡞⥄りߩ

༵ᅢߣ㓚⎹ߦ㑐ࠆߔ⍮⼂㧘߮ⅣႺ᧦ઙߩ⍮⼂ߦ㑐ㅪߪࠇߘޕࠆߢߺߩࠆߔ㧘ᓐ߇᭽ޘ

Ⓧ⫾ߩ⼂⍮ߔ␜ࠍᄌ化ߩߢᗧߥ⊛㧘ᛛⴚࠆߌ߅ߦ႐วࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆࠇߦᚻࠍ‛ߥ

 ޕ㧔Ibid., p.19㧕ޠࠆࠇߐឃ㒰ߡ㧘ోߪ
㧘ࠛߪࠕ࠼࡞ࠞ 5 㧘ቢߦߕߖቯࠍਥⷰߊߠၮߦ↪⋦ߩਥ㑆߇ࠬ࡞ࡢ߿ࠬࡢࠫ࠶

ోᖱႎ߿ቢో੍ߦၮߚߠวℂ⊛経済ੱࠍቯࠍߣߎࠆߡߒᛕ್ߩ߁ߣޕࠆߡߒ

߽㧘ታߩᏒ႐ขᒁߪߡ߅ߦ㧘ߩߘ⹜ⴕ㍲⺋ߩㆊ⒟߽ࠇߘߪߊߒએ೨ߡ߅ߦ㧘ੱ㑆

ߪಽᨆߩࠬࡢࠫ࠶ࠛޟ㧘ߜࠊߥߔޕࠆߢࠄ߆ࠆࠇߐߥ߇ਇጁⴕߩ⚂ᄾ߿ᷤࠆߌ߅ߦ

ኻߦࠇߘޕࠆߢߩ߽ߒ㚍㣮㚍㣮߆ߐߐߪቯߩࠬ࡞ࡢ㧘ࠅߢߩ߽ߥᦌᤒ߆ߐߐ

ߩࠆߔቯࠍ㧔ဋⴧߪߡ߅ߦ㧘ቢోᏒ႐ߜࠊߥߔޕࠆߢࠅㅢߩᰴߪ߃⠨ߥਥߩ⑳ࠆߔ

Ꮢ႐ߚߒ߁ߎޕߥߪߢߡߞࠃߦ⺋⹜ⴕ㍲ߪߩࠆࠇߐቯ⸳߇㧕㧘ଔᩰߡ߅ߦᏒ႐ߥචಽߦ

ߒ߽⊛⚳㧔ᦨߢࡊ࠶࠴ߊߥߪߢ㧘㊄ࠅ㒢ࠆ߇ᷤ߿ࠅ୯ಾߩછᗧߪߜ߁ߩ㧘ᦨೋߪߢ

ߐߥ㧕ߡߞࠃߦߣߎ߁ⴕࠍߺߩ⚂ᄾߥ⊛㧘ᥳቯߊߥߪߢ⚂ᄾߥ᧪ߩߣߎߔᶖࠅขߪߊ

ߢᨐ⚿ߩ⺋㧘⹜ⴕ㍲ࠅ߅ߡߒవⴕߦ឵ㆊ⒟ߪᒻᚑߩ㧘ଔᩰߡߞ߇ߚߒޕࠆߢߕߪࠆࠇ

 ޕ㧔Ibid., p.20㧕ޠߥߪ
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㒰ߪߡ㧘એ೨ߩᦼ㑆ߩⴕേߊోߦᓇ㗀ࠍฃߣߥߌቯߩߎޕࠆࠇߐ႐ว㧘߃ߣߚฦ

ᔅߪߡߒߣ㧘Ꮢ႐ో߽ߡߒߣ߁߆ဋⴧ߳ะ߇ੱߩߡోࠅࠃߦⓍ⫾ߥ⊛Ბ㓏ߩ経㛎߇ੱ

経㛎ߚࠇߐⓍ⫾ߩ㧘ฦੱߒ߆ߒޕߥ᧪ߪߣߎߔ␜ࠍะ߁߆ะߦဋⴧ⊛⛯⛮߽ߒߕ

Ꮢ႐ోߦޘ㧘ᓢ߫ࠇߥߦ߁ࠃࠆߔ㑐ㅪ߽ߦ⎹㓚ߣᅢ༵ߊߥߪߢࠅ߆߫－࠲－࠺ߩ㧘ᚲਈ߇

߽ߡߒߣဋⴧଔᩰߦะ߁߆ะޕߟ߽ࠍ࿑߫߃⸒ߢ㧘C  ޕ㧔Ibid., pp.20-22㧕ࠆߔᒰߦ

 

㧔Τ㧕ⶄᢙဋⴧ 

႐ว㧘ߥࠄߥߦ⁁ᒻߥᱜᏱ߇✢ଏ⛎ᦛߣ✢㧘㧔1㧕㔛ⷐᦛߡߟߦ㧘ⶄᢙဋⴧߪࠕ࠼࡞ࠞ

㧔2㧕ήᏅᦛ✢ߣ↢↥น⢻ᕈᦛ✢߇ᱜᏱߥᒻ⁁ߥࠄߥߦ႐ว㧘ߦಽߌ㧘ࠇߙࠇߘᬌ⸛ߔ

ᓟዮ⊛㔛ޟࠆ߇ᦛࠇ᛬ߦ⊛ᓟዮ߳߈ਅะߢ߹ὐࠆࠄ߆ὐࠆ߇✢㧘a㧕㔛ⷐᦛߪ㧔1㧕ޕࠆ

ⷐᦛ✢ߩޠ႐ว㧘b㧕ଏ⛎ᦛ✢ࠆ߇ὐࠆࠄ߆ὐ߹ߢะ߳߈ᓟዮ⊛ޟࠆߥߦᓟዮ⊛ଏ⛎

ᦛ✢ߩޠ႐ว㧘㧔2㧕ߪ㧘a㧕ήᏅᦛ✢ޟ߇⚳ᆎޠේὐߦኻߡߒಳ߆ࠆߢ㧘↢↥น⢻ᕈᦛ

ࠍ⁁ᒻߩಳಲ߇✢น⢻ᕈᦛ↥↢߿✢႐ว㧘b㧕ήᏅᦛࠆߢಲߡߒኻߦේὐޠᆎ⚳ޟ߇✢

ᚑࠆߡߒ႐ว㧘ࠇߙࠇߘߦಽޕࠆࠇࠄߌ 

㧔1㧕ߩ a㧕ߦ㑐ߡߒ㧘ޟᓟዮ⊛㔛ⷐᦛ✢߇ޠଏ⛎ᦛ✢ߟ৻ߣએ㧘߽ߪߊߒዋ߽ߣߊߥਃ

ߎߢࠬࠤߥ㧘Ꮧߪޠ✢ᓟዮ⊛㔛ⷐᦛޟߒ߆ߒޕࠆࠇߐ៰ᜰ߇น⢻ᕈࠆߔᏅߢὐߩߟ

ޕࠆߔᒰߦ ’’㧘A, A’, A߫߃⸒ߢ࿑ޕࠆߢ߈ߴߔߥߡߒߣ㧘ᄖ⊛⁁ᴫߢߩߥߺߩࠆ

৻ᣇ㧘㧔1㧕ߩ b㧕ߦ㑐ߡߒ㧘ޟᓟዮ⊛ଏ⛎ᦛ✢߇ޠ㔛ⷐᦛ✢ߟ৻ߣએ㧘ዋ߽ߣߊߥਃߩߟ

ὐߢᏅࠆߔน⢻ᕈ߇ᜰ៰ޕࠆࠇߐ⾗Ḯߩᚲ⠪ߩࠄ⥄߇⾗Ḯࠍ↪ࠆߔ႐ว㧘߁ࠃߩߘ

㧘߫߃⸒ߢ࿑ޕࠆߔᏅߢⶄᢙὐߣ✢㧘㔛ⷐᦛࠅߥߣ⊛ᓟዮߢὐࠆߪ✢ଏ⛎ᦛߩḮ⾗ߥ

A, A’, A’’ ߦᒰࠆߔ㧔Ibid., pp.24-5㧕ޕ 

㧔2㧕ߩ a㧕ߦ㑐ߡߒ㧘ήᏅᦛ✢ޟ߇⚳ᆎޠේὐߦኻߡߒಳ߆ࠆߢ㧘ߪࠆ↢↥น⢻

ᕈᦛ✢ޟ߇⚳ᆎޠේὐߦኻߡߒಲࠄ߆ࠆߢ㧘ߩࠄࠇߎᦛ✢ߩធ✢ߡߞࠃߦဋⴧὐ߇ᓧࠄ

ኻߦේὐޠᆎ⚳ޟ߇✢㧘↢↥น⢻ᕈᦛࠅߢಳߡߒኻߦේὐޠᆎ⚳ޟ߇✢ήᏅᦛޕࠆࠇ

ߔ㆐߇ဋⴧߦߋߔ㧘ߪ႐วߩߎޕ6ࠆࠇࠄᓧ߇ဋⴧὐߡߞࠃߦ✢㧘ធߪ႐วࠆߢಲߡߒ

߫߃⸒ߢ࿑ޕࠆߔᒰ⋦ߦࠬࠤࠆ A, A’, A’’ ߦ߆ࠇߤߩᒰޕࠆߔ৻ᣇ㧘㧔2㧕ߩ b㧕ߦ㑐ߒ

ဋߥޘ᭽ߪ႐วߩߎ߃ࠁࠇߘޕߟᜬࠍ㗂ὐߩߊᄙࠅߢ⁁ᒻߩಳಲ߇✢㧘↢↥น⢻ᕈᦛߡ

ⴧὐ߇ᓢߦޘ㆐ࠄ߆ࠆߔ㧘ⶄᢙဋⴧߩߎޕࠆߥߣ⁁ᴫࠆߌ߅ߦⶄᢙဋⴧߪ㧘ޟⓠㅛჇޠ

ߢ࿑ޕ7ࠆߥߣޠਇ⏕ቯޟߪߦ⊛⚳㧘ᦨࠅߢߕߪࠆߔ㧘ሽ߽ߢߟߪ߈ߣࠆ߇ᘒ⁁ߩ

㧘D߫߃⸒  ޕ㧔Ibid., pp.23-27㧕ࠆߔᒰߦ

 

㧔Υ㧕ߩ߽ߊᎽߩቯℂ 

㧘ࠪߪࠕ࠼࡞ࠞ ߊޟߚߞᛒࠍࠣࡓࠗ࠲ߩଔᩰᄌ化ߣ㧘ᢙ㊂ࠆࠃߦ⠨᩺ߩ࠴࠶ߣ࠷࡞ࡘ

                                                  
㧘ᭂߪဋⴧὐߩߘ㧘ࠄ߆ࠆߢߩ߽ߚࠇࠄᓧࠄ߆ߣߎࠆߔㅛჇ߇₸㒢⇇ઍᦧߪࠄࠇߘ 6 大ല

 ޕߥ߉ߔߦࠆߢὐߩ↪ዊലᭂߡߊߥߪߢ↪
7 ᓟ年߇ࠕ࠼࡞ࠞߩⓠㅛჇߦ㑐ᔃߊࠃߪߣߎߟ߽ࠍ⍮[39],[42])߇ࠆࠇࠄ㧕㧘ೋᦼ࠼࡞ࠞߩ

ࠣࡦࡗߩࠕ࠼࡞㧘߽ࠞߩ߁ߣޕࠆ߈ߢផ᷹ߣ㧘߆ߥߪߢߩࠆ߇ᓇ㗀ߩࠣࡦࡗ߽ߦࠕ

ߣಲߣࠬࠤࠆߥߣಳߡߒኻߦේὐ߇✢㧘↢↥น⢻ᕈᦛߪࠣࡦࡗ㧘߫ࠄߥࠆࠍ㍳⟵⻠ߩ

ࠆߢࠄ߆ߚߡߒ⟵⻠ࠍߣߎࠆߥߣⓠㅛჇߪ႐วࠆߥߣ㧘ಲߒ␜ࠍࠬࠤࠆߥ

㧔[22]p.33,[39]p.44㧕ޕ 



 5 

߅ߦㆊ⒟ߊ⛯߇㧘⺞ᢛߪℂ論ߩߎޕߚߒ⸽ᬌࠍਇቯᕈߣቯᕈࠆߔ㑐ߦޠቯℂߩᎽߩ߽

ਇቯߣቯᕈߡߞࠃߦ߈ߩ✢ଏ⛎ᦛߣ✢㧘㔛ⷐᦛߒ␜ࠍᝄࠆ⥋ဋⴧ߳ࠄ߆ဋⴧࠆߌ

ᕈ߇ቯߩ߽ߊޟޕࠆߔᎽߩቯℂߊࠃߪߡߟߦޠ⍮߇ࠆߡࠇࠄ㧘ߩߘ᧦ઙ߫ߖ␜ࠍᰴߩ

ߪᎽߩ߽ߊ㧘߫ࠇߢ⊛ᒢജߡߒኻߦ✢ଏ⛎ᦛ߇✢㧘㧔a㧕㔛ⷐᦛߜࠊߥߔޕࠆߥߦ߁ࠃ

㧘ߒ大ߪᎽߩ߽ߊ㧘߫ࠇߢ⊛ᒢജߡߒኻߦ✢㔛ⷐᦛ߇✢㧘㧔b㧕ଏ⛎ᦛࠆߔ㧘ቯߒ❗

ਇቯࠆߥߣ㧘㧔c㧕㔛ⷐᦛ✢ߣଏ⛎ᦛ✢߇ห߫ࠇߢߓ㧘ᄌേߪ৻ቯߩ▸࿐߁ࠈߢࠆߥߣ

㧔Ibid., p.31㧕ޕ࿑߫߃⸒ߢ㧘㧔a㧕ߪࠬࠤߩ B㧘㧔b㧕ߪࠬࠤߩ D㧘㧔c㧕ߪࠬࠤߩ E ߦ

ᒰޕࠆߔ 

ሽ߇ޠᢛㅦᐲ⺞ߥ⊛ኻ⋦ޟߩ⛎ଏߣ㧘㔛ⷐߡߒ㑐ߦޠቯℂߩᎽߩ߽ߊޟߩߎ㧘ߪࠕ࠼࡞ࠞ

߁ߣࠆߔὐߒ⋠⌕ߦ㧘Ꮢ႐ଔᩰߣᢙ㊂ߦ㑐ߩߡߒᄌേࠆߕ↢ࠍ㊂⊛⺞ᢛ߇ਇㅪ⛯ߢ

߃឵߈⟎ߢ㑆ᔨᤨᦨ߽⍴߁ߣޠ日৻ޟࠍࠇߘ㧘ߒ⠨ኤࠍޠᦼ㑆㧔sub-period㧕ޟࠆ

߅✢㧘㔛ⷐᦛࠇߟߦ進߇㧘⺞ᢛߪߦ႐วࠆߔ⠨ᘦࠍ㑆ᤨ߁ߣޠ日৻ޟߥ߁ࠃߩߎޕߚ

㧘ߊߥߪߢᒢജᕈߩ✢㐳ᦼᦛߪᒢജᕈߩ✢ᦛߩࠄࠇߎޟޕࠆߔᄌ化߇ᒢജᕈߩ✢ଏ⛎ᦛ߮ࠃ

⺞ᢛㅦᐲߩᒢജᕈߦᏀฝޕ߁ࠈߛࠆࠇߐනㅦᐲ߁ߘߞ߇大ࠆߥߊ߈ⷐ⚛ߪ㧘ࠅࠃᒢജ

✢ଏ⛎ᦛ߇ᢛㅦᐲ⺞ߩ✢㧘㧔1㧕㔛ⷐᦛߡߞ߇ߚߒޕ㧔Ibid., p.32㧕ޠ߁ࠈߢߟ߽ࠍ✢ᦛߥ⊛

⺞ߩ✢ଏ⛎ᦛ߇ᢛㅦᐲ⺞ߩ✢㧘㧔2㧕㔛ⷐᦛࠆߔቯ߇㧘ဋⴧ߫ࠇߌ߈大߽ࠅࠃᢛㅦᐲ⺞ߩ

ᢛㅦᐲ߽ࠅࠃዊ߫ࠇߌߐ㧘ਇဋⴧࠆߢ㧘ࠆߥߣ㧔Ibid., p.32㧕ޕ࿑߫߃⸒ߢ㧘㧔1㧕ߪ B 㧘ߦ

㧔2㧕ߪ D  ޕ㧔Ibid., pp.27-32㧕ࠆߔᒰߦ

 

㧔Σ㧕㧔Τ㧕㧔Υ㧕ߩᢛℂࠍㅢߡߓ㧘ࠞࠆࠃߦࠕ࠼࡞ဋⴧޟߩਇ⏕ቯᕈޠ論ࠍޕ߁ࠃߒ 

㧔Σ㧕ቢో⍮⼂ࠍᜬߟ႐ว㧔ቢోวℂᕈ㧕ߣ経㛎߿ὼᕈߦᏀฝࠆࠇߐ႐ว㧔㕖วℂᕈ㧕

ਥⷰޟߩ⒳ࠆߥߢࠅ߆߫ࠆߔᗐቯࠍㆬᛯߥ⊛วℂߪࠕ࠼࡞㧘ࠞࠄ߆ߣߎߚࠇߐᗐቯ߇

ਥ⟵ࠍޠ⠨ޕߣߎߚߡ߃ 

㧔Τ㧕㔛ⷐᦛ✢߿ଏ⛎ᦛ✢㧘ήᏅᦛ✢߿╬↢↥㊂ᦛ✢߇ㅢᏱߩᒻ⁁ࠍࠬࠤߥߐߥࠍ

ᗐቯࠍߣߎߚߡߒ߫ࠄߥࠆ㧘ࠞߪࠕ࠼࡞㒢⇇ല↪ㅛᷫߩᴺೣ߿㒢⇇↢↥ᕈㅛᷫߩᴺೣ

 ޕߣߎߚߡߒቯ⸳ࠍⓠㅛჇ̆̆߿⟵ቯ̆̆ਥⷰਥߚ߃ߎࠍߺ⚵ᨒߩ

㧔Υ㧕ޟ৻日ᤨ߁ߣޠ㑆ᔨߩ߽ߊޟࠍᎽߩቯℂߦޠዉߢߣߎࠆߔ㧘㔛ⷐᦛ✢ߣଏ⛎ᦛ

ᢛ⺞ޟߩᏒ႐ߪࠕ࠼࡞㧘ࠞ߫ࠄߥࠆࠍߣߎߚࠇࠄ߃⠨߇ࠬࠤߊߡߒᔕߦ⋦߇✢

ㆊ⒟ߥ⊛⛯⛮ߟ߽ߩޠᕈ⾰ޕߣߎߚߡߒ␜ࠍ 

߃⠨ߣߥߒቯ⏕߇ဋⴧ߽ߒߕᔅߡ߅ߦޠᢛㆊ⒟⺞ޟߩ㧘Ꮢ႐ߪࠕ࠼࡞ࠞߡߞ߇ߚߒ 

 ޕߚߡ

 

Υ ડᬺߩဋⴧ 

㧔㧝㧕ࠤ   論↪⾌ࠫ࠶ࡉࡦ

⁁㐳ᦼဋⴧࠆߢ㧘ቯᏱ⁁ᘒߪ࡞ࡖࠪࡑޕ߆߁ࠈߢߩ߽߁߁ߤߪߣޠ論↪⾌ޟ

ᘒߡ߅ߦ㧘ᄖㇱ経済ߣౝㇱ経済ࠍᱜᏱߦ੨ฃޟࠆߡߒઍ⊛ડᬺ߁ߣޠᔨࠍឭ␜

ߚߺ⹜ࠍ⺑ߥ⊛ᢛว߁ߣਇဋⴧߩߡߒߣડᬺߣဋⴧߩߡߒߣᬺ↥㧘ߢߣߎࠆߔ

㧔[23]㧕ߒ߆ߒޕ 1922 年ࠆࠃߦࠣࡇߣࡓࡄࠢࠆߋࠍޠ▫ߩࠄ߆ޟߩ論([5][25])ࠍᆎ

㧘1924ߦࠅ߹ 年߇([26])ࡦ࠰࠻ࡃࡠߦ⋉ㅛჇߣౝㇱ経済ߩ㑐ㅪᕈࠍᜰ៰ߒ㧘ߦࠄߐ 1926

年ߩ࡞ࡖࠪࡑ߇([36])ࠔࡈ࠶ࠬߦㇱಽဋⴧℂ論ߩᛕ್ࠍⴕߢߣߎ߁㧘ࡖࠪࡑߪࠄࠇߎ
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㧘1933ߡࠇߐೝỗߦᛕ್ߩࠔࡈ࠶ࠬߩߎޕߚߞߥߣ論ࠆᎼࠍᩭᔃߩℂ論࡞ 年ࡦࡆࡠߦ

ᣇ㧘LSEઁޕ([30])ߚߒ▽᭴ࠍℂ論ߩਇቢో┹߇ᄦੱࡦ࠰ ࡉࡦࠤߪ࠭ࡦࡆࡠ߿ࠣࡦࡗߩ

ᄖㇱߩ࡞ࡖࠪࡑ㧘ߪ([40])ࠣࡦࡗޕߚߡ߃⠨ࠍℂ論ߩડᬺࠄ߆႐┙ߚߞߥ⇣ߣ学ᵷࠫ࠶

経済ࠍⓠㅛჇߩၮᧄ⊛ታߒߣ㧘ㅪ㑐⊛↥ᬺ᭴ㅧࠍ೨ឭߚߒߣേ学⊛ߥⓠㅛჇ論ౣߩ

ᑪࠍ␜ໂߒ㧘ߪ([31])࠭ࡦࡆࡠ㧘↥ᬺౝߩડᬺࠆߌ߅ߦ⇣⾰⢻ജߩሽߩ㊀ⷐᕈࠍ

ࠄߩޠ論↪⾌ޟ߇ࠇߎޕߚߒᛕ್ࠍᔨߩޠઍ⊛ડᬺޟߩ࡞ࡖࠪࡑ㧘ࠄ߆႐┙ࠆ

 ޕࠆߢߓߔ

 

㧔㧞㧕 㐳ᦼଏ⛎ᦛ✢ߩ㗴 

߁ߣ✢ଏ⛎ᦛߪߢߣ߽ߩㇱಽဋⴧℂ論ߚࠇߐዷ㐿ߡߞࠃߦ࡞ࡖࠪࡑ㧘ߪࠕ࠼࡞ࠞ

ᔨޟߪ᭽ࠆߌ߅ߦᬺ↥ߥޘଔᩰߣଏ⛎₸ࠆߌ߅ߦ৻ቯߩ㑐ᢙ㑐ଥޠ㧔[10], p.34㧕ߡߒ␜ࠍ

ޠߥߡߒߪߢᔨߥ⥄ߣࠅ߈ߞߪߦ߁ࠃߩ✢㔛ⷐᦛࠆߢ‛ኻ⋦ߩߘޟ㧘ߕ߉ㆊߦࠆ

㧔Ibid., p.34㧕ߣㅀߪࠇߘ߽ߩ߁ߣޕߚߴ㧘ޟቢో┹ޟߦ߽ߣߣޠડᬺߦ㑐ࠆߔ৻

ቯߩ⾌↪㑐ᢙߩሽ߇ޠቯߡߞ߇ߚߒޕࠆߢࠄ߆ࠆߡࠇߐଏ⛎ᦛ✢ߪߡߟߦᰴߩ

ଔᩰߩ㧘ߪߦࠆߔଏ⛎ᦛ✢߳㆐ࠆߔ㑐ߦᬺ↥ࠆ߃ࠁࠇߘޟޕࠆࠇߐ␜߇⸂ℂߥ߁ࠃ

ฦડᬺߣડᬺᢙߩቯ৻ࠆߌ߅ߦᬺ↥㧘ޢ߈ߣࠆߦဋⴧ⁁ᘒ߇ડᬺࠆࠁࠄޡ㧘ߡߒᔕߦ

 ޕ㧔Ibid., p.35㧕ޠ߁ࠈߢࠆߥߦᔅⷐ߇㊂↥↢ߩቯ৻ࠆߔ↥↢߇

ᢛߢᔨ߁ߣޠઍ⊛ડᬺޟ㧘ߪဋⴧߩᬺ↥ߣਇဋⴧߩ㧘ડᬺ߫ࠇࠃߦ࡞ࡖࠪࡑ

ว⊛ߦ⺑ߪࠕ࠼࡞ࠞߒ߆ߒޕࠆࠇߐ㧘ߩࡦ࠰࠻ࡃࡠ⼏論ߦห⺞ߡߒ㧘ߘߩ࡞ࡖࠪࡑ

ࠪࡑ㧘ߒߥߺߣ㧔Ibid., p.36㧕ޠߥ߉ㆊߦ౮ᮨߩዊဳߩ✢ଏ⛎ᦛߩోᬺ↥ޟߪᎿᄦߩ

ޕߚߒߣࠆ߇ὶὐߩಽᨆߦဋⴧߩᬺ↥ࠈߒߪࠅࠃ߁ߣဋⴧߩડᬺߪ論⼏ߩ࡞ࡖ

ߥน⢻ࠄ߆ߎߘ㧘ߡߒಽᨆࠍઙ᧦ߩဋⴧߩߡߞߣߦડᬺߩޘߦᦨೋߕ߹ߪ࡞ࡖࠪࡑޟ

㒢ߩߡߞߣߦᬺ↥ࠅဋⴧߩ᧦ઙࠍዉߊߥߪߢߩࠆߔ㧘߹ߩᬺ↥ߕဋⴧࠍቯߩߘߡߒⷐ

ઙߦᔕࠆߕഥᔨާઍ⊛ડᬺިࠍ᭴▽ޠߚߒ㧔Ibid., p.36,ާ ߦࠄߐޕ㧕ࠆࠃߦᒁ↪⠪ߪި

⸂ߩቯ․ߩ࡞ࡖࠪࡑߪࠇߘ㧘ߍࠅขࠍᛕ್ߩޠઍ⊛ડᬺޟߩ࠭ࡦࡆࡠ㧘ߪࠕ࠼࡞ࠞ

ᴺࠍᛕ್ߢߌߛࠆߡߒ㧘ડᬺߩဋⴧߩᔨࠍᬌ⸛ࠆߔ⺖㗴ߪᱷߚߒߣࠆߡߞ㧔Ibid., 
pp.36-7㧕࡞ࡖࠪࡑߩࠕ࠼࡞ࠞߡߞ߇ߚߒޕᛕ್ߪ㧘↥ᬺߩဋⴧߊߥߪߢડᬺߩဋⴧߦ

ะޕࠆࠇࠄߌ 

ޟߣޠቢో┹ޟࠆߦ␆ၮߩ✢ଏ⛎ᦛߩ࡞ࡖࠪࡑ㧘ߪࠕ࠼࡞ࠞࠄ߆߃⠨ߚߒ߁ߎ

ડᬺߩ৻ቯߩ⾌↪㑐ᢙ߇ޠߦਔ┙߁ߣ߆߁ߤ߆ߩࠆߔ㗴ࠍ⍴ᦼߣ㐳ᦼߙࠇߘߩ

ଏߩ߆ߟߊ㧘ߡߞࠃߦ⟵㧘ቯߪ✢㧘⍴ᦼଏ⛎ᦛ߫ࠇࠃߦࠕ࠼࡞ࠞޕߚߒ⸛ᬌߡߟߦࠇ

⛎ⷐ⚛߇࿕ቯࠇߐ㧘ઁߦ↱⥄ߩᄌേࠆ߁ߒⷐ⚛ߩଔᩰ߇ᚲਈࠄ߆ࠆߢ㧘৻නߪ↪⾌ߩ

ᔅὼ⊛ࠆߦὐએᓟߢߩࠆߔ㧘ฝߡߞ߇ߚߒޕࠆߥߣࠅ߇⍴ᦼಽᨆߦ㑐ߡߒ㧘ቢో

┹ਅߩ⾌↪ᦛ✢߇ะߪߣߎࠆߥߣ߈࿎㔍ߥߐ␜ࠍ㧔Ibid.,p.38㧕ߒ߆ߒޕ㐳ᦼଏ⛎ᦛ✢

 ޕߚߒਥᒛߣߥߒ┙ਔߪቯߩߟੑࠄࠇߘࠄ߆ਃὐߩ㧘ᰴߪࠕ࠼࡞ࠞߡߒ㑐ߦ

 

i) ਇนಽᕈߣⓠㅛჇߩ㗴  

㧘ᔅߪ↪⾌ࠆߔ㑐ߦ㧘৻න߫ࠄߥࠆࠇߐߣ⪬߇ቯߩቢోนಽᕈࠆߔ㑐ߦ⚛ⷐࠆࠁࠄ

ὼ⊛ߦਅ⪭ߪࠇߎޕߊߡߒ↥߇Ⴧടߡࠇߟߦࠆߔ㧘ਇนಽᕈ㧔ታ⊛߽ߦẜ⊛߽ߦ㧕

ߥᦨㆡߢὐߩᦨዊߩ⾌↥↢߃ߣߚ㧘ࠅ㒢ࠆ߇ታߩߎޕࠆࠃߦታ߁ߣࠆࠇߐస߇
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↢↥㊂ࠇࠄ᳞߇㧘ߩߘ↢↥㊂એ߇↪⾌ߪߢ߽ߡߒߣࠆߔ㧘ౣ߮⾌↪߇หߓ᳓Ḱ߹

⺑ࠍ㒢ߩ㧘ડᬺⷙᮨߪߡ߅ߦ㧘㐳ᦼߪਇนಽᕈߡߞ߇ߚߒޕࠆ߇น⢻ᕈࠆߔዋᷫߢ

ߥ߈ߢ㧔Ibid., pp.39-40㧕༵ޡޟޕᅢޡߣޢ㓚⎹߁ߣޢᚲਈߩ集วߦኻᔕߚߒဋⴧቯ

㧘⇼ߪߡ߅ߦ⇇ࠆࠇߐࠄߚ߽߇⋊ߩ↥↢දࠅࠃߦሽߩ㧘ਇนಽᕈߪᣇ߃⠨ߩ

 ޕ㧔Ibid., p.47㧕ޠࠆᱷ߇

ii)  ᄖㇱਇ経済ߩ㗴  

ቯ⟵ߡߞࠃߦ㧘ᄖㇱਇ経済ࠆࠁࠄ߇ડᬺߊߒ╬ߦᓇ㗀ࠍਈ߫ࠇ߃㧘ߗߥߪࠇߘડᬺ

ߎࠆߔ⺑ࠍ㧕ᄙߦ⊛ኻ⋦ߪડᬺᢙߩ㧔↥ᬺౝ߆ߩࠆߢ߹߹ߐዊߦ⊛ኻ⋦߇↥ߩ

ࠍ↱ℂ߁ߣ߆ߩࠆߔ߇↪⾌ߩᬺ↥ߗߥ㧘ߪᄖㇱਇ経済論߽ߩ߁ߣޕߥ᧪ߪߣ

ℂ߁ߣ߆ߩࠆߔ߽ߡߴᲧߦ↪⾌ߩᬺ↥ߪ↪⾌ߩડᬺߗߥ㧘߽ߡ᧪ߪߣߎߔ␜

ߔ⺑ࠍ㒢ߩ㧘ડᬺⷙᮨߪᄖㇱਇ経済ߡߞ߇ߚߒޕࠆߢࠄ߆ߥ᧪ߪߣߎߔ␜ࠍ↱

 ޕ㧔Ibid., p.40㧕ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߦޠౝㇱޟ㧘ߪߦߚࠆ

iii) ࿕ቯⷐ⚛ߩ㗴  

↢↥⊛⚿วߩᛛⴚ⊛ߥᦨㆡⷙᮨߪ㧘ⷐ⚛ଔᩰ߿ຠߩ↢↥㑐ᢙ߇⍮߫ࠇߔ߃ߐࠇࠄ㧘ቯ

⠨ߪⓠㅛᷫߡߒኻߦ⚛ⷐࠆࠁࠄߩߡߒߣ㧘৻߽ߩ߁ߣޕߥ߃ࠅߪߣߎࠆࠇߐ

↢㧘ߦ⊛㧘ᔅὼߪߦࠆߔቯࠍᦨㆡⷙᮨߩว⚿⊛↥↢ߡߞ߇ߚߒޕࠆߢࠄ߆ߥࠇࠄ߃

↥㑐ᢙߦࠆࠇⷐ⚛ߩዋߩߟ৻߽ߣߊߥଏ⛎߇࿕ቯߣࠆߢ߈ߴࠆࠇߐቯߩߎޕࠆࠇߐ

࿕ቯⷐ⚛߇㧘ޟડᬺ⠪ᯏ⢻ޠ㧔Ibid., p.42㧕ߪࠇߘޕࠆߢ㧘ࠢࠬޟ㧔ਇ⏕ታᕈ⽶ᜂ㧕ࡑޟߣޠ

ࠆࠇࠄߌಽߦߟੑߩޠᢛ⺞ޟ㧘ޠ〉⋘ޟߪᓟ⠪ߦࠄߐ㧘ࠇࠄߌಽߦޠ㧔経༡▤ℂ㧕࠻ࡦࡔࠫࡀ

㧔Ibid., p.42㧕ߪߡߟߦޠࠢࠬޟޕਇ⏕ታᕈࠅߢߩ߽↥ࠍ㧘ߪߡߟߦޠ〉⋘ޟਇน

ಽᕈࠄ߆ߟ߽ࠍ㧘࿕ቯⷐ⚛ޟߒ߆ߒޕߥߪߢ⺞ᢛߪޠ㧘ᛩ⾗ࠍቯࠆߔ⾗Ḯ㈩ಽࡀࡑߩ

ࠆࠇࠄ߃ਈߡߞࠃߦ㧔Ibid., p.43㧕ޠ㗡⣖ߩ৻໑ޟࠆࠃߦข✦ᓎ会ߪࠇߘ㧘ࠅߢ࠻ࡦࡔࠫ

ߒޕࠆߔቯ⏕ࠍ⁁ᒻߩ✢㐳ᦼ⾌↪ᦛߩડᬺ߇ޠᢛ⺞ޟߡߞ߇ߚߒޕࠆߥߣ⚛㧘࿕ቯⷐࠄ߆

⊛⾰ᧄߪࠇߘޟ㧘ࠅߢ㧔Ibid., p.45㧕ޠᯏ⢻ߥ⊛േߦ⊛⾰ᧄޟߪޠᢛ⺞ޟ㧘ߪࠕ࠼࡞ࠞߒ߆

ޕߚߒਥᒛߣߥߪߢ⚛㧘࿕ቯⷐࠄ߆㧔Ibid., p.45㧕ޠࠆߢᓽ․ߩਇဋⴧߊߥߪߢဋⴧߦ

ߦ☴⚐ߪߩ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑ㧘ߪߢቯᏱ⁁ᘒ㧕ߩ࡞ࡖࠪࡑ㐳ᦼဋⴧ㧔ߥቢోޟ㧘ߜࠊߥߔ

⋙〈▤ℂߦㆶరࠇߐ㧘⺞ᢛ⢻ജࠅߥߣ⽷↱⥄ߪ㧘ડᬺߩᛛⴚ⊛ߥᦨㆡⷙᮨߪή㒢大ߦ

㧔߹ߪߚਇ⏕ቯߦ㧕ޠࠆߥ㧔Ibid., p.45㧕ޕ 

 

߇ะ⊛⛯⛮ߊߡߒᚑ㐳߇㧘ડᬺⷙᮨߪߡ߅ߦቯਅߩ㕒学ޟ㧘ߪࠕ࠼࡞ࠞߡߒ߁ߎ

ߦࠄߐ㧘ߒߣ㧔Ibid., p.46㧕ޠࠆߢቯߥ⊛┙㕖ਔߪቢో┹ߣ㧘㐳ᦼ㕒ᘒဋⴧߢߩࠆ

⁛ߩߊᄙࠍ❰⚵↥↢ߡ߅ߦℂਅ▤ߩ৻໑ߜࠊߥߔ㧘❰⚵ࠆߔሽߡߒߣࡓ࠹経済ࠪࠬޟ

ߦ⊛⾰ᧄߦሽߩ੍ߥਇቢోߣ㧘േ学ᄌ化ߪ❰⚵ࠆߔሽߢߣߎࠆߔಽഀߦනߚߒ┙

ㆡᔕޠࠆߢߩ߽ࠆࠇߐ㧔Ibid., p.46㧕ߣㅀߴ㧘ડᬺߩേᘒ⊛ᕈᩰࠍਥᒛޕ8ߚߒ 

                                                  
ਇޟޕࠆࠇ⸄ߦ߁ࠃߩᰴߡߟߦ論⼏ߩࡦࡃࡦࠚ࠴߿ᄦੱࡦ࠰ࡦࡆࡠ㧘ߪࠕ࠼࡞ࠞߢߎߎ 8

ቢో┹ਅࠆߌ߅ߦဋⴧὐ߇ቯ⊛ߣࠆߢାߩߟ৻ߩߡߞߣߦޘੱࠆߓㅏߍࠄࠆ߇

߆ߛߩߥਇ⏕ቯ߇ޠᢛ⢻ജ⺞ޟߩ㧘ડᬺߪࠕ࠼࡞ࠞߡߟߦ論⼏ߩߎޕ㧔Ibid., p.48㧕ޠߒ

ᅷ߽ߒߕᔅ߇論⼏߁ߣࠆߔធ߇✢㔛ⷐᦛߣὐߩࠅ߇ฝਅ߇✢ᐔဋ⾌↪ᦛߪߦ⊛㧘㐳ᦼࠄ

ᒰߣߥߒਥᒛߦ⽷ޟޕߚߒኻࠆߔ㔛ⷐߣ⻉ⷐ⚛ߩଏ⛎ߦ㑐ࠆߔ᧦ઙ߇ᚲਈ߫ࠇߢ㧘ᚲਈ

ޕ㧔Ibid., p.49㧕ޠ߁ࠈߢડᬺᢙ߽ਇ⏕ቯࠆߌ߅ߦᬺ↥ߊߥߢࠅ߆ဋⴧ↢↥㊂߫ࠆࠃߦડᬺߩ



 8 

ࠇߘ㧘ߡߟߦᓇ㗀㑐ଥ߿⸂ࠆߦ⢛ᓟߩᛕ್ߩޠဋⴧ経済学ޟߩࠕ࠼࡞ࠞߚߒ߁ߎ

 ޕࠆߥߦ߁ࠃߩᰴ߫ࠄߥࠆߔ៰ᜰࠇߙ

i) ਇนಽᕈߣⓠㅛჇߩ㗴ߩߘߦℂ論⊛ᗧ⟵ࠆ᳞ࠍὐߪ㧘ࠕߦࠕ࠼࡞ࠞߩߢߎߎ

ߩࠣࡦࡗ߇ࠕ࠼࡞㧘ࠞߩߩ߽ߥ᧪ߪߣߎߔߛࠍ↪ᒁߥ⊛ធ⋤ߩ論⼏ߩࠣࡦࡗࡦ

ᛕࠍ論⼏ߩࡦࡃࡦࠚ࠴߿ᄦੱࡦ࠰ࡦࡆࡠ㧕߇ࠆߔ⸛ᬌߢ▵㧘㧔ᰴ߿ߣߎߚߡߌฃࠍ⟵⻠

ᓇߩࠣࡦࡗ㧘߫ࠄߥࠆࠍߣߎߚߡߒଐߊᒝߦ論⼏ߩⓠㅛჇ߿ਇนಽᕈߦ㓙ࠆߔ್

㗀߇ሽߣߚߡߒߩߎߡߞ߇ߚߒޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆὐߪขߩ⥄⁛ࠕ࠼࡞ࠞߡߡ┙ࠅ⼏

論߇ࠕ࠼࡞ࠞߩߢߎߎߒ߆ߒޕߥ߃⸒ߪߣࠆߢቢోนಽᕈߡߞࠃߦ⼏論ࠍ᭴▽ࠆߔቢ

ో┹ℂ論ߦኻࠆߔᛕ್⊛ⷞὐࠍߪߣߎߚߡߒ⏕ޕࠆ߈ߢ 

ii) ᄖㇱਇ経済ߩ㗴߇ߛ㧘ߥ߁ࠃߩࠣࡦࡗߪࠇߎᄖㇱ経済ࠍⓠㅛჇߩၮᧄ⊛ታߔߣ

ࡆࡠߚߒ㊀ⷞࠍሽߩ⢻ജ⾰⇣ߩડᬺߡߡᝥࠍߩౝㇱ経済ߣ㧘ᄖㇱ経済߿論⼏ࠆ

ߩ⥄⁛ࠕ࠼࡞ࠞߡߡ┙ࠅὐ߽ขߩߎޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆࠍߣߎࠆߡߒᓇ㗀߇論⼏ߩ࠭ࡦ

ⷞὐޕߥ߃⸒ߪߣ 

iii) ࿕ቯⷐ⚛ߩ㗴ߪߡߟߦ㧘ࠞߩ⥄⁛ࠕ࠼࡞ⷞὐ߇ሽߩ࡞ࡖࠪࡑޕࠆߔ㐳ᦼ㕒ᘒ

ℂ論ߪߡ߅ߦ㧘ડᬺߩᦨㆡߥⷙᮨ߇⏕ቯߪߦߚࠆߔ㧘ᐔဋ⾌↪ᦛ✢߇ U ሼဳࠆߥߦᔅ

ⷐߪࡦ࠰ࡦࡆࡠࡦࠖ࠹ࠬࠝޕࠆ߇㧘ߚߒ߁ߘ U ሼဳߩᐔဋ⾌↪ᦛ✢ߩᒻ⁁ߩታ⊛

ᩮࠍ㧘ડᬺޟߩ⺞ᢛ⢻ജߩޠ㗴ࠄ߆⺑ߚߒ㧔[29]56-60 ⺞ޟߩડᬺߦࠆߔⷐޕ㧕ࠫࡍ

ᢛ⢻ജߩޠ㗴ߡߞࠃߦᐔဋ⾌↪ᦛ✢ߪ U ሼဳࠄ߆ࠆߥߣ㧘ડᬺߩⷙᮨߪ⏕ቯߒޕࠆࠇߐ

ߩ㧘ડᬺߢߩߊߠၮߦേᘒ⊛ᕈᩰߪޠᢛ⢻ജ⺞ޟߩડᬺ߽ߡ߅ߦ㧘㐳ᦼߪࠕ࠼࡞ࠞߒ߆

ⷙᮨߪ⚿ዪޟਇ⏕ቯߣࠆߢޠ⼏論ߩࡦ࠰ࡦࡆࡠࡦࠖ࠹ࠬࠝޕߚߒ⠨߃ᣇ߇ડᬺߩⷙ

ߦᒰᤨߪⷞὐߩࠕ࠼࡞㧘ࠞ߫ࠄߥࠆ߃⠨ࠍߣߎߚߞߢ論⼏ߥ㊀ⷐߩߚࠆߖߐቯ⏕ࠍᮨ

ડᬺߡ߅ߦ㐳ᦼߦ߁ࠃ߁⸒߇ࠕ࠼࡞ዪ㧘ࠞ⚿ޕ9ࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚߞߢ論⼏ߒᣂߡ߅

ߥࠇߐࠄߚ߽߇⇇ߩဋⴧߥ⊛ቯᏱ߁⸒ߩ࡞ࡖࠪࡑ㧘ߪߣߎߥࠇࠄᓧࠍᦨㆡⷙᮨ߇

ડࠆߢ⊛േᘒߦ㧘Ᏹߪℂ論⊛ⷞὐߩࠕ࠼࡞ࠞߢᗧߩߎޕࠆߢⵣ৻ߣߣߎ߁ߣ

ᬺࠅ߅ߡࠇࠄ᳞ߦ㧘ߪࠇߘਇဋⴧ経済学ߦၮޕࠆߡߠ 

߅ߦޠ論↪⾌ޟ߫߃ߣߞ㧘߽ߡ߅ߦℂ論ߩડᬺߪࠕ࠼࡞ࠞߩ㧘ೋᦼߦ߁ࠃߩߎ

ߣࠍᘒᐲߥ⊛ᛕ್ߦޠဋⴧ経済学ޟߩ᧪㧘ᓥࠄ߇ߥߒ፣ࠍቯࠆߡ┙ߺ⚵ࠍ㧘ቢో┹ߡ

 ޕࠆߢߩߚߞ

 

Φ ޟ⁛භ⊛┹ޠᛕ್ߣኦභ⊛Ꮢ႐ߩᗐቯ 

㧔㧝㧕ࠞࡦ࠰ࡦࡆࡠߩࠕ࠼࡞ᄦੱᛕ್ 

႐⊓߇ޢ経済学ߩਇቢో┹ޡߩᄦੱࡦ࠰ࡦࡆࡠߡߒߣ⸂ߩߟ৻ࠆߌ߅ߦޠ論↪⾌ޟ

ߦ㧘ⓠㅛჇਅࠆߢ㗴ߚߒᱷ߇࡞ࡖࠪࡑ㧘ߪਇቢో┹論ߩᄦੱࡦ࠰ࡦࡆࡠޕߚߒ

ߔሽ߇㗴㧘ຠᏅ化ߩ㗴㧘ㆊ↢↥⸳ߩ㧘ઍ⊛ડᬺ⻘߁ߣቢో┹ࠆߌ߅

⺑ߦ㧘◲නࠍਇቢో┹論ߩᄦੱࡦ࠰ࡦࡆࡠޕߚߡߞ⁓ࠍߣߎࠆߔ⺑ࠍታ㗴ࠆ

                                                                                                                                                  
㧘ࠅߢᛕ್ࠆߌ߅ߦὐᤨߚࠇ߆ᦠ߇ޠဋⴧߩડᬺޟߪㅀ⸤ߩࠕ࠼࡞ࠞߩߢߎߎࠎࠈߜ߽

 ޕࠆߡࠇߐዷ㐿ߢ論ᢥ[12][13]ߚࠇ߆ᦠߦએ㒠ࠇߘߪᛕ್ߥ⊛ᧄᩰߩߘ
ᭉᱫߪޠᢛ⢻ജ⺞ޟ߇ࡦ࠰ࡦࡆࡠࡦࠖ࠹ࠬ㧘ࠝߡߒኻߦ論⼏ߩࠕ࠼࡞ࠞߥ߁ࠃߩߎ 9

ߩડᬺࠄ߆ὐⷰߩ❰⚵ߩડᬺ߇ࠬࠦߦࠄߐ㧔[28]㧕㧘ߒᛕ್ߣߥᓧࠅߪߣߎࠆߍߣࠍ

ⷙᮨߪ⏕ቯน⢻ߣࠆߢᛕ್ߚߒ㧔[6]㧕ޕ 
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ߪ㓙㧘ડᬺߩߘ㧘߇ࠆߢࠅ߇ฝਅߪ✢㔛ⷐᦛߩડᬺޕࠆߢࠅㅢߩᰴ߫ࠇߔ

Ảࠍᦨ大ߡߞ߇ߚߒޕࠆߔߦડᬺߩ⸳ቯࠆߔଔᩰߪ㧘ડᬺߩဋⴧ᧦ઙߪ㒢⇇

㧩㒢⇇⾌↪㧘ᐔဋ㧩ᐔဋ⾌↪ੑޟ߁ߣ㊀ߩ᧦ઙߩߘޕࠆ߹᳞ࠄ߆ޠቢోဋⴧߪ㧘ડ

ᦨߪ㊂↥ߩ㧘ડᬺࠄ߆ࠆࠇߐ␜ߢធὐߩߣ✢ᐔဋ⾌↪ᦛߩࠅ߇ฝਅߣ✢㔛ⷐᦛߩᬺ

ㆡⷙᮨ㧔ᐔဋ⾌↪߇ᦨዊࠆߥߣ↥㊂㧕ࠅࠃዊࡦ࠰ࡦࡆࡠޕࠆߥߣᄦੱޟࠍࠇߎߪㆊ⢻

ജဋⴧߡߒߘޕߚߒߣޠหߓ↥ᬺౝߩડᬺߡోߪห৻ߩ⾌↪ᦛ✢ߜ߽ࠍ㧘ห৻ߩ㔛ⷐᦛ✢

ᒰ⋦ߦቯᏱ⁁ᘒߩ࡞ࡖࠪࡑ߇ᘒ⁁ߩߎޕࠆߔဋⴧ߽ᬺ↥ߩߘ㧘ࠄ߆ࠆߡߞ߆ะߦ

㧘ଔᩰᏅ化㧘ᢙߒኻߦਇቢో┹論ߩᄦੱࡦ࠰ࡦࡆࡠ㧘ߪࠕ࠼࡞ࠞࠄ߇ߥߒ߆ߒޕࠆߔ

ℂᐞ学ߩ⼏論ߩ㕟ᣂᕈߦ৻ቯߩ⹏ଔࠍਈߩߩ߽ࠆ߃㧘i) ߣ࡞࠻ࠗ࠲ਛりߩਇ৻⥌

㧔Kaldor[1934c]p.53㧕㧘ii) ߩ࠻ࠬࠦࠣࡦࠖ࠹ࠤࡑ㗴㧔Ibid.,pp.53-4㧕㧘iii) 㒢⇇ℂ論

 ,.㗴㧔Ibidߩਇቢో┹ߣ៦ข㗴㧔Ibid., p.57㧕㧘iv) ഭ⚵วߩ↪ㆡߩਇቢోᏒ႐߳ߩ
p.58㧕㧘v) ޟડᬺߩဋⴧψ↥ᬺߩဋⴧ߁ߣޠ┹ဋⴧߦ㑐ࠆߔ⇼㧔Ibid., pp.59-60㧕㧘

 ޕߚߒ論ߦ⊛ᛕ್ࠍὐ⻉ߩ

ߩડᬺޟ(㧘vߪὐ߈ߴࠆߍࠅߣߡߒ㑐ㅪߦ論⼏ߩᧄⓂߜ߁ߩᛕ್ὐߩࠕ࠼࡞ࠞߚߒ߁ߎ

ဋⴧψ↥ᬺߩဋⴧ߁ߣޠ┹ဋⴧߦ㑐ࠆߔ⇼ߢߎߘޕࠆߢ v) ߡߟߦ㧘a) ↥ᬺߩ

ᔨ㧘b) ડᬺߩᔨߦಽߡߌ㧘ߩࠕ࠼࡞ࠞࠇߙࠇߘ⸃ࠍ⺑ޕ߁ࠃߒ 

a) ↥ᬺߩᔨ 

ᄦࡦ࠰ࡦࡆࡠޕࠆߔᛕ್ߦ߁ࠃߩᰴࠍᔨ߁ߣޠᬺ↥ޟߩᄦੱࡦ࠰ࡦࡆࡠߪࠕ࠼࡞ࠞ

න৻ຠޟ㧘ࠅࠃߦޠ㆑⋦ߥ⊕ޟߩޠㅪ㎮ߩઍᦧຠޟ㧘ߪᔨ߁ߣޠᬺ↥ޟࠆ߃⠨ߩੱ

ߦ‛↥↢ߩ㧘ડᬺߪߢౝㇱߩ㎮ߩߘޕࠆࠇߐ⟵ቯߡߒߣޠડᬺ集࿅ߩછᗧࠆߔ↥↢ࠍ

ኻࠆߔ㔛ⷐઁ߇ડᬺࠆߥ߆ߩଔᩰߦ㑐ޟ߽ߡߒห᭽ߦᗵᔕ⊛ࠆߢޠ㧘߁ߣቯࠍᗧ

ߩߤࠎࠈߜ߽ޕࠆߔ․ቯߩડᬺޟߥ߁ࠃߩߘ߽ߡߟߦႺ⇇✢ߪޠሽߤߒ߆ߒޕࠆߔ

ߦଔᩰߩ集࿅ߩߤߩ⋧ᚻ┹ߩડᬺߩߘ㧘߇ᗵᔕᕈߩ㔛ⷐ‛↥↢߽ߡߟߦડᬺߩቯ․ߩ

ኻ߽ߡߒห৻ᐨߩ大ࠆߢߐ߈㧘ߣᗐቯࠆߔℂ↱ߥߪ㧔Ibid., p.59㧕ޕ 

b) ડᬺߩᔨ 

ࠇࠃߦࠕ࠼࡞ࠞޕࠆߔᛕ್ߦ߁ࠃߩᰴࠍޠ✢㔛ⷐᦛޟߩᄦੱࡦ࠰ࡦࡆࡠߪࠕ࠼࡞ࠞ

߫㧘ࠆડᬺߦኻࠆߔવ⛔⊛ޟߥᏒ႐㔛ⷐᦛ✢ߪޠ㧘ડᬺߩⴕേࠍቯࠆߔ㓙ߦ㑐ㅪ

ߩቯ․ߪ㧘೨⠪߽ߩ߁ߣޕߥߪߢߓหߣޠ✢ਥⷰ⊛㔛ⷐᦛޟߜࠊߥߔ㔛ⷐᦛ✢㧘ࠆߔ

↢↥⠪ࠆࠇߐࠄߚ߽ߦଔᩰߣ↢↥㊂ߩ㑐ᢙ㑐ଥ߇ࠆߢ㧘ᓟ⠪ߪ㧘ડᬺኅߩᔃߦሽࠆߔ

ߪޠ✢ታ⾰⊛㔛ⷐᦛޟ㧘ߦࠆߔⷐޕࠆߢࠄ߆ࠆߔ㑐ㅪߣޠ߆ߩᗐޟߩ㑐ᢙ㑐ଥߩߎ

ㅪ⛯⊛ߥᦛ✢ߦߣߎࠆߢኻߡߒ㧘ޟਥⷰ⊛㔛ⷐᦛ✢ߪޠᄙࠇ߆ዋࠇ߆ߥᒢജ⊛ߟ߆ਇㅪ⛯

ቢోޟ㧘ߪߩࠆࠇߐឃ㒰߇㆑ߚߒ߁ߎߡ߅ߦ論⼏ߩᄦੱࡦ࠰ࡦࡆࡠޕ10ࠆߥߣ✢ᦛߥ⊛

⍮⼂߁ߣޠቯࠆߢࠄ߆ࠆߡࠇ߆߅߇㧔Ibid., pp.59-60㧕ޕ  

                                                  
ߢὐᤨߩߎ㧘߫ࠄߥࠆߔ㊀ⷞࠍὐ߁ߣࠆߢ⊛⛯ਇㅪߟ߆⊛ᒢജ߇ޠ✢ਥⷰ⊛㔛ⷐᦛޟ10

ߥߪߢߩߚߒᗐቯࠍᴫ⁁ߥ⊛ኦභ論ߪߊߒ論⊛⁁ᴫ߽ࡓࠥߩ߆ࠄࠎߥ㧘߇ࠕ࠼࡞ࠞߩ

⼏ߓห߷߶ߣ(1939)ޠ✢ዮ᛬㔛ⷐᦛޟߩࠫࠖ࠙ࠬߪࠇߎ㧘߽ߩ߁ߣޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣ߆

論ޟޕࠆߢࠄ߆ߛኦභ⁁ᴫਅࠆߌ߅ߦ㔛ⷐ߁ߣޠ論ᢥߪࠫࠖ࠙ࠬߢᰴߦ߁ࠃߩㅀߴ

ਥⷰ⊛㔛ⷐᦛޡߡߒߣᔨࠆ߈ߢ↪ㆡߦࠬࠤߩ㧘ኦභߪ᳁ࠕ࠼࡞ࠞࠬࠦ࠾ޟޕࠆߡ

ࠄࠇߎޕޠ߁ᕁߣߚ߈⛯ߦ↪ߩߎ㧘ߪ⑳ߢ論ᢥߩߎߡߒߘޕߚߒឭ໒ࠍᔨ߁ߣޢ✢

 ޕࠆࠇࠄ߃⠨߽ߣߚߒឭଏࠍේဳߥ⊛ℂ論ߩޠ✢ዮ᛬㔛ⷐᦛޟ߇ࠕ࠼࡞㧘ࠞ߫ࠄߥࠆࠍ
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ޠਇቢోᏒ႐ޟ㧘ߪ↱ℂࠆߔ⸛ᬌߦ⊛ᛕ್ࠍ論⼏ߩᄦੱࡦ࠰ࡦࡆࡠ߇ࠕ࠼࡞ࠞߦ߁ࠃߩߎ

ᢙ㊂ଔᩰߩฦડᬺࠆߦ㑐ଥ࡞ࡃࠗ㧘ߪਛᔃ⊛㗴ߩߡߟߦ⊛⁁ᴫ┹ࠆࠇ߫ߣ

ᚢ⇛ߩߡߟߦ⋧↪ߣ㧘ฦડᬺߩဋⴧὐߩߎ߇⋧↪ߩߡߒߣડᬺ⥄りߩᦼᓙߦଐ

ሽߣࠆߦߣߎࠆߔ⠨ߩࠕ࠼࡞ࠞޕࠆߢࠄ߆ࠆߡ߃ⷞὐࠄ߆߫ࠇ㧘ࡦ࠰ࡦࡆࡠᄦੱ

ࡃࠗߜࠊߥߔ㗴㧘ߩ↪⋦ߩડᬺ㑆ߥⶄ㔀ࠆߕ↢ߡ߅ߦኦභ㗴߿㧘ⶄභ㗴ߪ

⋦ߩߎ߇ဋⴧὐߩ㧘ฦડᬺߣ↪⋦ߩߡߟߦ⇛ᢙ㊂ᚢଔᩰߩฦડᬺࠆߦ㑐ଥ࡞

↪ߩߡߒߣડᬺ⥄りߩᦼᓙߦଐሽ߁ߣࠆߔ㊀ⷐߥ㗴ࠍ⠨ኤޕߥߡߒ 

㧘߇ࠆߔᛕ್ߡߞࠃߦޠ✢ਥⷰ⊛㔛ⷐᦛޟࠍ論⼏ߩᄦੱࡦ࠰ࡦࡆࡠ㧘ߪࠕ࠼࡞ࠞߡߒ߁ߎ

ߨ㊀ߣ㗴ߩޠᢛ⢻ജ⺞ޟߔ␜ࠍਇ⏕ቯᕈߩⷙᮨߩડᬺߥ߁ࠃߚߢ▵㧘第Υߪಽᨆߩߎ

ᗐޟࠆߌ߅ߦᗧᕁቯߩ㧘ડᬺኅߪޠ✢ਥⷰ⊛㔛ⷐᦛޟ߽ߩ߁ߣޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ

ਥⷰ⊛㔛ޟ߫߃ߦࠄߐޕࠆߢࠄ߆ߛߩ߽ߟ߽ࠍᕈᩰߥ⊛േᘒߪࠇߎ㧘ࠅߢޠ߆ߩ

ⷐᦛ✢ߪޠ㧘進化経済学ߩ৻ầᵹߩߡߒߣᏒ႐ㆊ⒟論ࠆߌ߅ߦଔᩰ⸳ቯ⠪ߩ⼏論឵߈⟎ߣ

㧔[42]42ߊࠃ߽ߡ߃ ߒᚢߦᣇ߃⠨ࠆߌ߅ߦޠဋⴧ経済学ޟ㧘ߪߦࠕ࠼࡞ࠞߩ㧘ᒰᤨ(ࠫࡍ

ਇቢߩᄦੱࡦ࠰ࡦࡆࡠ㧘߫ࠇߔࠄ߆ⷞὐߩࠕ࠼࡞ࠞޕ߁ࠃ߃⸒ߣߚߞߦᣢ߇ᆫߊߡ

ో┹論ߪ㧘ޟ⾌↪論ߩޠડᬺဋⴧߣ↥ᬺဋⴧࠍหᤨߦ⸃ߩߩ߽ࠆߔ㧘ડᬺߩേᘒᕈࠍ

ήⷞߚߒὐߢ㧘ޟਇቢోޠ┹ޟࠈߒߪࠅࠃ߁ߣቢోޠ┹ߩ㗔ၞߩߢℂ論߆ߥ߆ߒߢ

 ޕࠆߢߩߚߞ

 

㧔㧞㧕ࠞࠕ࠼࡞ኻࡦࡃࡦࠚ࠴論  

ߊ㜞߽ࠅࠃ論⼏ߩᄦੱࡦ࠰ࡦࡆࡠࠍޢℂ論ߩභ⊛┹⁛ޡߩࡦࡃࡦࠚ࠴㧘ߪࠕ࠼࡞ࠞ

⹏ଔ߇ࡦࡃࡦࠚ࠴߽ߩ߁ߣޕࠆߔ㧘৻ડᬺߩਥᕈ߁ߣⷞὐࠄ߆ຠᏅ化ઁ߿ડ

ߞᛒࠅขߦ⊛論߽ᛕ್⼏ߩࡦࡃࡦࠚ࠴ߪࠕ࠼࡞ࠞߒ߆ߒޕࠆߢࠄ߆ࠆ߃⠨ࠍ⇛ᚢߩᬺ

 ޕࠆߔ論⼏ߡߟߦࠇߘߪߢ▵ߩߎ㧘߇ࠆߢޠ論ࡦࡃࡦࠚ࠴ኻࠕ࠼࡞ࠞޟ߇ࠇߎޕߚ

㧔[12]㧕11ޠㆊ⢻ജߣਇቢోᕈߩᏒ႐ޟ㧘ߪᛕ್ߩᦨೋࠆߔኻߦࡦࡃࡦࠚ࠴ߩࠕ࠼࡞ࠞ

ߔኻߦ‛↥↢ߚࠇߐ㧘i) ຠᏅ化ߜࠊߥߔޕ߁ࠈߢ྾ὐߩᰴߪᛕ್ὐߩߘ㧘߇ࠆߢ

ߩ✢ቯ㧘iii) ⾌↪ᦛߩቢోᖱႎ⼂ቢో⍮ߩડᬺ⠪ߣౝ⊛㑐ଥ㧘ii) ᶖ⾌⠪ㆬᅢߩ㔛ⷐࠆ

ห৻ᕈߦޟ߁ᐲ⊛⁛භᰳߩޠᅤ㧘iv) ㆊ⢻ജߣ大ⷙᮨ↢↥ࠇߙࠇߘޕ⺑ޕ߁ࠃߒ 

i) ຠᏅ化ߦ‛↥↢ߚࠇߐኻࠆߔ㔛ⷐߩౝ⊛㑐ଥ 

ઍޟߪࠇߘߦ߁ࠃ߁⸒ߩࡦࡃࡦࠚ࠴㧘ࠄ߆ࠆߡࠇߐຠᏅ化ߪ‛↥↢㧘ߪࠕ࠼࡞ࠞ

ᦧߩ㎮ߣߥߪߢߌࠊࠆߡߞ߇❭ߢޠਥᒛޟޕߚߒหࠍ⽷ߓ⽼ᄁࠆߔ᭽ߥޘડᬺߩ↢↥‛

ᗧ߁ߣࠆߔឃ㒰ࠍ㔛ⷐࠆࠁࠄߩ‛↥↢ߩડᬺߟ߽ࠍଔᩰ㜞ࠅࠃ߇ଔᩰᏅߩ㧘⧯ᐓߪ

ߡ߅ߦ㧘߅ቢోઍᦧޠߥߪߢ㧔Ibid., p.66㧕ߩߘޕℂ↱ߪࠕ࠼࡞ࠞߡߒߣ㧘a) ↢

ಽᏓߦၞ߇ᘒ㧕㧘b) ᶖ⾌⠪⁁ߥ߇ሽߩޠⷙᩰ化ޟᏅ⇣㧔ߩᐓ⧯ࠆߔ㑐ߦ⥄ࠇߘ‛↥

⒟ᐲࠆߡߒ㑐ߦଔᩰᏅߪߊߒᏅ⇣㧘c) ᤨ㑆߽ߩ⟎ℂ⊛ߩ⠪↥↢߁ߣࠆߡࠇߐ

 ޕߚߒ៰ᜰࠍሽ㧔Ibid., p.66㧕㧘ߩޠᗍᕈޟߩ⒳ࠆߩᚻ⾈㧘ࠆߔࠍⷐ᳞ߩ

 

                                                  
㧘ቢߢߚࠍ↱⥄ߩ㧘ෳߪ㧘Ꮢ႐ߪ⊛⋠ߩ論ᢥߩߎ㧘߫ࠇࠃߦ回ᗐ㍳ߩࠕ࠼࡞ࠞ 11

ోนಽᕈߣਇนಽᕈߩ႐วߦಽ㘃ࠄߚߒ㧘ߥ߁ࠃߩߤ⁁ᴫ߆ߩࠆߥߦ㧘ߔ␜ࠍߣߎ߁ߣ

 ޕ㧔[20]pp.18-19㧕ߚߞߢߣߎ
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ii) ᶖ⾌⠪ㆬᅢߣડᬺ⠪ߩቢో⍮⼂ቢోᖱႎߩቯ 

ቢో߿ቢో┹ߪ㧘ડᬺ⠪ߕࠄ߅ߡࠇߐಽ㈩ߊߒ╬ߦ㗔ၞోߪ㧘ᶖ⾌⠪ㆬᅢߪࠕ࠼࡞ࠞ

⍮⼂ߦၮޟߥ߆ߠਥⷰ⊛㔛ⷐᦛ✢ࠍޠᗐቯߣࠆߡߒ⠨ߢߩߚߡ߃㧘ߩࡦࡃࡦࠚ࠴

ࠆߔਥᒛߣࠆߔ࠻ࡈᏀ߳ࠪߕ߃ᄌࠍ൨㈩ߪ✢㔛ⷐᦛ߫ࠇߔሽ߇ᣂⷙෳߦ߁ࠃ߁⸒

論⼏ߦ႐วߩਇนಽᕈߣ㧘ቢోนಽᕈߪࠕ࠼࡞ࠞߢߎߎޕߚ߃⠨ߣ㧘ࠆߡߞ㑆㆑ߪߣߎ

㧘ߪ႐วߩቢోนಽᕈߥ߇経済ߩⷙᮨߜࠊߥߔޕߚߒ⸛ᬌࠍࠬࠤߩࠇߙࠇߘ㧘ߌಽࠍ

Ꮢ႐ߥ↱⥄ߩ⻉ജߪቢో┹߳ߣᔅὼ⊛ߦዉ12߇ߊ㧘ઁᣇ㧘ਇนಽᕈߣⷙᮨߩ経済߇ሽߔ

ߥߊߥ᧪߇ߣߎࠆߔෳ߇ડᬺߊߒ㧘ᣂࠄ߆ࠆߥߣή㒢߇㔛ⷐᒢജᕈߩ㧘ડᬺߪ႐วࠆ

 ޕ㧔Ibid., pp.70-72㧕ࠆ

iii) ⾌↪ᦛ✢ߩห৻ᕈߦޟ߁ᐲ⊛⁛භᰳߩޠᅤ 

ࠄ߆㧘⪺ᮭ㧘ᮡ㧘ภ⸵․ߪޠᐲ⊛⁛භޟࠆߔ៰ᜰ߇ࡦࡃࡦࠚ࠴㧘ߪࠕ࠼࡞ࠞ

᭴ᚑࠆߡࠇߐὐࠍขߍࠅ㧘ޟᐲ⊛⁛භߘߎࠄ߆ࠆ߇ޠฦડᬺߩ⾌↪ᦛ✢ߪᄙ⒳ᄙ᭽

ߥ⊛ኻ⋦ࠆߔ↥ࠍ‛↥↢ߥޘ㧘᭽ߪߢ論⼏ߩࡦࡃࡦࠚ࠴ߒ߆ߒޕߚ߃⠨ߣࠆߢߩߥ

ߦᄙ᭽ᕈߩ৻නߩޘ㧘⾌↪ᦛ✢߽ฦࠄ߆ࠆ߇ᔅⷐࠆߢߓหߡߞߣߦડᬺߥޘ᭽ߪ↪⾌

ኻߡߒห৻ޟ߁ߣࠆߥߦ৻᭽ᕈߩቯߩࡦࡃࡦࠚ࠴ߪࠕ࠼࡞ࠞޕࠆߡࠇࠄߌ⸳߇ޠ

 ޕ㧔Ibid., pp.72-74㧕ߚߒᛕ್ࠍޠቯߩ᭽ᕈ৻ޟ

iv) ㆊ⢻ജߣ大ⷙᮨ↢↥ 

ࠃߦޠಽᬺ化ޟ߿ޠᱶ化․ޟߩ‛↥↢ߦᏱ߇ዷ⊑ߩᬺ↥႐ว㧘ߩߡߚ㧘ߪࠕ࠼࡞ࠞ

ฦડᬺߦࠄߐ㧘ࠅߢߕߪࠆߥߦ⊛ᒢജࠅࠃߪ✢㔛ⷐᦛߩ‛↥↢৻㧘නߣࠆࠇߐଦ進ߡߞ

ߩන৻ߪჇ大ߩ↥ߩߘ㧘߫ࠇߢᚲਈ߇ᢙߩ‛↥↢ߥޘ᭽ࠆࠇߐ↥ߦหᤨߡߞࠃߦ

 ޕ㧔Ibid., pp.76-79㧕ߚ߃⠨ߣ㧘߁ࠈߢߥߒሽߪޠㆊ⢻ജޟ㧘ࠄ߆ࠆߖߐዋᷫࠍ↪⾌

ડᬺ⠪ᢙࠆࠃߦߩ㧘ᣂⷙෳ⠪ߜࠊߥߔޕߚߒਥᒛߦ߁ࠃߩᰴߪࠕ࠼࡞ࠞߡߒ߁ߎ

㧘ᣢߓ↢ࠍ㧔Ibid., pp.68㧕ޠᔅⷐᕈࠆߥߊߟ߈߇ㅪ㎮ߩઍᦧຠޟߪ㧘ฦડᬺߡߞࠃߦჇ大ߩ

ሽߩ┹⠪߫ߊߥߪߢࠅ߆ẜ⊛┹⠪߳ߩᗵᔕᐲ߇ߚߩߘޕࠆߔฦડᬺߪㆊ⢻

ജࠍㆱߦ߁ࠃࠆߌⴕേࠄ߆ࠆߔ㧘ޟ߁⸒ߩࡦࡃࡦࠚ࠴ㆊ⢻ജߪޠḩޕ13ࠆߥߊߥࠇߐߚ

 ޕࠆߌឬߦ߁ࠃߩ㧘第㧞࿑㧘第㧟࿑߫ࠇߔ࿑ᑼ化ࠍ論⼏ߩࠄࠇߎ

 

 

 

 

 

                                                  
ຠᏅߣ↱⥄ߩ㧘ෳߪ႐วߩ㧘ቢోนಽᕈߍࠍ論⼏ߩ㧘ᢙℂ経済学⠪ߪࠕ࠼࡞ࠞ 12

化߇ਔ┙ࠍߣߎࠆߔ㧘ᰴߦ߁ࠃߩᠩ⼔ޟޕߚߒᢙℂ経済学⠪㆐ߪ㧘ቢో┹ࠍ⊒ὐߣ⠨߃

ቢోนಽߦߩ߽ߩߡߴߔ㧘ߪࠄᓐ߽ߩ߁ߣޕߥߪߢߣߎߚߍ㚍㣮ߦߥࠎߘ㧘⚿ዪ߇ࠆ

ᕈࠍቯ߇ߩ߽ࠆࠁࠄߡߒߘޕࠆߢࠄ߆ࠆߔቢోߦนಽ߫ࠇߢ㧘ߡߒߘ⚿ᨐߡߒߣ

ⷙᮨߩ経済ߊో߇ሽ߫ࠇߌߥߒ㧘ቢో┹ࠇߘߪ⥄りනߦ経済⻉ജߥ↱⥄ߩᵴേߩ⚿ᨐ

 ޕ㧔[12]p.71㧕ޠࠆ߇ᔅⷐࠆࠇߐቯ⸳ߡߒߣ
㧔[12]pp.79-80㧘ާࠆߔቯุࠍߣߎࠆߔ↪ㆡߦෘ↢経済学ࠍ論⼏ߩ㧘ㆊ⢻ജߪࠕ࠼࡞ࠞ 13 ި

⊛学⑼ߩੱ㑆Ყセߩ↪ലޟߩ࠭ࡦࡆࡠ㧘ߪࠕ࠼࡞㧘ࠞߡߒ㑐ߦὐߩߎޕ㧕ࠆࠃߦᒁ↪⠪ߪ

ਇน⢻ᕈޠ㧔[33]]204-238  ޕࠆߡߌฃࠍᓇ㗀ߊᒝߦ論⼏ߩ㧕ࠫࡍ
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    ႐วߩቢోนಽᕈߥ߇経済ߩⷙᮨޤ第㧞࿑ޣ

㧼                       

                        

                             

P2                     

                                                

                         

P0                                     

P1 MC 

                                       D0 

                         MR1  MR0  D1 

 

                      㨄 

 

 ႐วࠆߔሽ߇ⷙᮨߩ経済ߣਇนಽᕈޤ第㧟࿑ޣ

㧼                                   AC 

             MC 

 

 

 

                                  D0 

                                  D’0 

                 MR1 MR2     D1 

0 㨄 

 

ߦ㧔[2]㧕ޠ߆ਇቢో┹߆භ⊛┹⁛ޟߪࡦࡃࡦࠚ࠴㧘ߒኻߦ⸂ߩࠕ࠼࡞ࠞߚߒ߁ߎ

ቯ㧘ii) ቢోนಽᕈุߩᒢജᕈߩ✢㧘i) 㔛ⷐᦛߜࠊߥߔޕߚߒ論ࠄ߆ਃὐߩᰴߡ߅

 ޕ㕖ਔ┙ᕈߩຠᏅ化ߣ↱⥄ߩቯ㧘iii) ෳุߩ論⼏ߩਇนಽᕈߣ

i) 㔛ⷐᦛ✢ߩᒢജᕈุߩቯ 

ࠆߥߦ⊛ᒢജߦ߁ࠃߔ␜ࠍ┹☴⚐ߪ✢㧘㔛ⷐᦛ߫ࠇߔჇട߇㧘ડᬺᢙߪࡦࡃࡦࠚ࠴

ߩ߁ߣޕߚߒ論ߣߥߪᩮ⊛⥸৻ࠆߥߦ߁ࠃߩߘ㧘ߡߒኻߦ⸂ߩࠕ࠼࡞ࠞ߁ߣ

ࠃ߁⸒ߩࠕ࠼࡞㧘ࠞ߫ࠄߥࠆߔ⠨ᘦࠍ大ߩၞߡ߅ߦ㧘ℂ⊛ߪࡦࡃࡦࠚ࠴߽

ߐޕࠆߢࠄ߆ࠆ߃⠨ߣࠆߢਇㆡಾߪᔨ߁ߣ㧔Ibid., p.563㧕ޠ‛↥↢ߩߛޟߥ߁

ߥኈᤃ߇ߣߎࠆ߃⠨ߣࠆߥޠߊㄭࠅࠃߦޟ߇‛↥↢⻉㧘ߦ߽ߣߣჇടߩડᬺ⠪ᢙߦࠄ

႐ว߽߃ߐߢ㧘ᶖ⾌⠪ߩછᗧߩଢቱߩ⹏ଔߩ㜞ૐࠅࠃߦ㧘㔛ⷐᦛ✢ߩߪ߈߹ߢߩࠆ

 ޕ㧔Ibid., pp.563-564㧕ߥߪߢㆡಾߪ化⥸৻ߩᒢജᕈߥ߁ࠃ߁⸒ߩࠕ࠼࡞㧘ࠞߡߞ

ii) ቢోนಽᕈߣਇนಽᕈߩ⼏論ุߩቯ 

ߣޕߚߒᛕ್ߣߥ߇ᗧߪߣߎࠆߌಽߦࠬࠤߩਇนಽᕈߣ㧘นಽᕈߪࡦࡃࡦࠚ࠴

߇✢㔛ⷐᦛߣߣߎࠆߢ᳓ᐔ߇✢㧘⾌↪ᦛߡߟߦࠬࠤߩนಽᕈߩࠕ࠼࡞㧘߽ࠞߩ߁

ᒢജ⊛ࠄ߆ߣߎࠆߥߦ⺑߇ࠆࠇߐ㧘㔛ⷐᦛ✢߇᳓ᐔ߫ࠇߔߣߥࠄߥߦ㧘ޟή㒢大ߩᢙߛ

ቢోนಽᕈߩਅߪߢ㧘㒢⇇⾌↪߇৻ቯߥߣ

⊛㧘ਥⷰ߫ࠇߔෳ߇ડᬺߩߊ㧘ᄙࠄ߆ࠆ

㔛ⷐᦛ✢ߡߞࠃߦ㧘D0ψD1 ߦ⊛ᒢജߣ߳

ߣࠆߔޕࠆߥ P0 ࠄ߆ P1 ߳ᄌ化߇ࠆߔ㧘ଔ

ᩰ߇㒢⇇⾌↪߳ធㄭߒ㧘ߪߦߟቢో┹

⁁ᘒޕ߁߹ߒߡߞߥߦ 

ਇนಽᕈⷙᮨߩ経済߇ሽࠇߔ

߫㧘㔛ⷐߩଔᩰᒢജᕈ߇ή㒢大ߥߣ

㧘D0ψD’0ߢߩࠆ ડᬺߒᣂࠅߥߣ

ਥߪߢߎߎޕࠆߥߣਇน⢻ߪෳߩ

ⷰ⊛㔛ⷐᦛ✢߇ᗐቯࠇߐ㧘ᦨ⚳⊛ߦ

㧘ኦභᏒ႐ࠇߐቯุ߇ẜ⊛┹ߪ

 ޕ߁ࠈߢࠆߥߣ

⁛භ⊛┹ 
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ቢోนಽߩࠕ࠼࡞㧘ࠞߓ↢ࠍ⚿Ꮻߚߍ㚍㣮߁ߣ㧔Ibid., p.565㧕ޠડᬺߩ㧘ⷙᮨή㒢ዊߩߌ

ᕈߩ⼏論ุࠍቯ⾈ޕࠆߢࠄ߆ࠆߔᚻ߇ή㒢ߦนಽ߫ࠄߥࠆࠇߐ㧘㔛ⷐᦛ✢ߪ᳓ᐔ化ߒ

ߥߒࠅߚߒએㄭធࠇߘࠅߚߞߥߦએᄙᢙࠇߘ㧘ߡߴᲧߦᚻ⾈߇ᚻࠅᄁߦࠄߐޕߥ

 ޕ㧔Ibid., p.565㧕

iii) ෳߣ↱⥄ߩຠᏅ化ߩ㕖ਔ┙ᕈ 

ߒ㑐ߦ៰ᜰߩޠ㕖ਔ┙ᕈߩຠᏅ化ߣ↱⥄ߩෳޟࠆࠃߦࠕ࠼࡞㧘ࠞߪࡦࡃࡦࠚ࠴

ߩ৻หߣࠕ࠼࡞㧘ࠞߴㅀߣ㧔Ibid., p.566㧕ޠߚߒࠍ៰ᜰߒᱜߡࠊ߈ߪ᳁ࠕ࠼࡞ࠞޟ㧘ߡ

⸃ߪࡦࡃࡦࠚ࠴߽ߩ߁ߣޕࠆߣࠍ㧘ᤨߣ႐วߪߡߞࠃߦ㧘⁛භ⊛┹ਅߢછᗧߩ

ડᬺޟߚߒ↥↢߇․ቯ↢↥‛ߦޠ㑐߫߃⸒ߡߒ㧘ޟࠆߥ߆ෳࠅ߽ޠ↱⥄ߩᓧߥ

 ޕ㧔Ibid., pp.566-567㧕ࠆߢࠄ߆ࠆߡࠍߣߎ

㧘ࠞߪߡ㒰ࠍὐߩޠ㕖ਔ┙ᕈߩຠᏅ化ߣ↱⥄ߩෳޟ㧘ߪࡦࡃࡦࠚ࠴ߦ߁ࠃߩߎ 

⊛භ⁛ޟߪࠕ࠼࡞㧘ࠞߡߒኻߦ論ߩࡦࡃࡦࠚ࠴ޕߚߒࠍ論ߦ⊛㕙ోߡߒኻߦࠕ࠼࡞

┹ߣਇቢో┹ߦ㑐ࡦࡃࡦࠚ࠴ࠆߔᢎߩ⸃ޠ㧔[13]㧕ߡ߅ߦ㧘ᰴߩ྾ὐ߮ౣࠄ߆

論ߜࠊߥߔޕߚߒ㧘i)ੑޟ㊀ߩ᧦ઙߩޠᅷᒰᕈ㧘ii)ડᬺᢙߣᏒ႐ߩਇቢోᕈߩ㑐ଥ㧘iii) ਇ

ቢో┹ਅߩⓠㅛჇ㧘iv) ෳߣ↱⥄ߩ⁛භ⊛┹ߩሽޕ 

i) ੑޟ㊀ߩ᧦ઙߩޠᅷᒰᕈ 

ߍࠅขࠍὐߚߒᛕ್ࠍޠઙ᧦ߩ㊀ੑޟߩᄦੱࡦ࠰ࡦࡆࡠ߇ࡦࡃࡦࠚ࠴㧘ߪࠕ࠼࡞ࠞ

ਇቢో┹ߣ⁛භ⊛┹ߩ⋧㆑ࠍ⏕ߣ߁ࠃߒߦዷ㐿ߚߒὐߡߟߦ㧘ࠞੑޟߪࠕ࠼࡞㊀

࠼࡞ࠞߦ߁ࠃࠆߦਥᒛߩߎޕ㧔Ibid., pp.82-83㧕ߚߒਥᒛߣࠆߔᐞ学ᅷᒰߪޠઙ᧦ߩ

 ޕࠆߡࠍޠㅢᕈߩ論⼏ߩᒻᑼޟߩᄦੱࡦ࠰ࡦࡆࡠߣࡦࡃࡦࠚ࠴㧘ߪࠕ

ii) ડᬺᢙߣᏒ႐ߩਇቢోᕈߩ㑐ଥ 

ޠቯߩ᭽ᕈ৻ޟ߽ߡߒߦࠆߡࠍᄙ᭽ᕈߩડᬺ߃ߣߚ߇ࡦࡃࡦࠚ࠴㧘ߪࠕ࠼࡞ࠞ

㧘a) ┹ߜࠊߥߔޕࠆߔᛕ್ౣߢᣦ⿰ߩห᭽ߣᛕ್ߩ㧘೨回ߍࠅขࠍߣߎࠆߡߌ⸳ࠍ

㗔ၞߩⷙᮨߩᄌ化, b) ┹ኒᐲࠆߌ߅ߦᄌ化㧘c) ᦛ✢ߩ൨㈩ߣᒢജᕈࠇߙࠇߘޕੂᷙߩ⺑

ޕ߁ࠃߒa)ߪࡦࡃࡦࠚ࠴ߡߟߦ㧘ડᬺᢙ߇Ⴧട߽ߡߒ㧘ሽࠆߔડᬺߩ㔛ⷐᦛ✢ోߪ

߇集⚂ᐲߩ㧘ੱญ߫ࠄߥࠆ߃Ⴧ߇㧘㔛ⷐߪࠕ࠼࡞ࠞߒ߆ߒޕࠆߡߒቯߣࠆߢߓหߡ

ߒ㧘ડᬺᢙ߇Ⴧടࠄ߆ࠆߔ㧘㔛ⷐߩᒢജᕈ߇Ⴧടߪߣߎࠆߔᔅὼ⊛ߣࠆߢਥᒛࠆߔ

㧔Ibid., p.84㧕ޕb)ߡߟߦ㧘↢↥‛ߩᣂߒᏅ化߫ࠇߔߣࠆࠇߐߥ߇㧘ሽࠆߡߒ↢

ᒢജᕈߩߘߪࡦࡃࡦࠚ࠴㧘ߪࠕ࠼࡞ࠞޕࠆߔߪᒢജᕈߩ㔛ⷐࠆߌ߅ߦਛߩ‛↥

ࡦࠚ࠴㧘ߪࠕ࠼࡞㧘ࠞߡߟߦ(cޕ㧔Ibid., pp.84-85㧕ࠆߔਥᒛߣ㧘ߥߡߒ⠨ᘦࠍലᨐߩ

ߔਥᒛߣ㧘ࠆߢ߈ߴࠆ߃ᝒࠍታ߁ߣࠆߔჇടߪᒢജᕈ߫ࠇߔჇട߇ડᬺᢙߪࡦࡃ

 ޕ㧔Ibid., pp.86-87㧕ࠆ

iii) ਇቢో┹ਅߩⓠㅛჇ 

ߘ߽ߩ߁ߣޕࠆߔᜎุࠍౝ⊛㑐ଥߩⓠㅛჇߡ߅ߦ㧘⁛භ⊛┹ߪࡦࡃࡦࠚ࠴

ߢࠄ߆ࠆࠃߦ㉼⸂ߩࡦࡃࡦࠚ࠴߁ߣߥߪߢㇱ৻ߩߘ㧘ࠅߢᨐ⚿ߩභ⊛┹⁛ߪࠇ

ߣ߁ࠈߢਇน⢻ߪᣂⷙෳߩ㧘ડᬺ߫ࠄߥࠆ߇㧘ຠᏅ化ߪࠕ࠼࡞ࠞߒ߆ߒޕࠆ

ਥᒛߒ㧘ߪࠇߘⓠㅛჇߩታߦଐࠍߣߎࠆߔ㊀ⷞߚߒ㧔Ibid., pp.87-89㧕ޕ 

iv) ෳߣ↱⥄ߩ⁛භ⊛┹ߩሽ 

භ⁛ߚߒߣࠆߔ┙ᚑ߇ဋⴧߩ㧘ડᬺ集࿅ߜᜬࠍᒻᘒ↪⾌ߩ৻ห߇㧘ฦડᬺߪࡦࡃࡦࠚ࠴

⊛┹ߡ߅ߦ㧘ઍᦧ‛߁ߣ↱⥄ࠆߔ↥↢ࠍᗧߺߩߡ߅ߦෳ⥄↱ߣࠆ߇ਥᒛߔ
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論⚿߁ߣߥߒ┙ਔ߇↱⥄ߩෳߣභ⊛┹⁛߇ࡦࡃࡦࠚ࠴㧘ߪࠕ࠼࡞ࠞߒ߆ߒޕࠆ

ᗧࠍߣߎࠆߥߊߥ߇⟵ᗧߩ㆐ᚑߥஉ大ߩޢℂ論ߩභ⊛┹⁛ޡߩ㧘ᓐߪߣߎࠆߔਥᒛࠍ

 ޕ㧔Ibid., pp.89-91㧕ߚߒᛕ್ߣ㧘ࠆߔ

ޕߚߞⴕࠍ論ౣߦߒߥߣߎࠆ߃ᄌࠍ႐┙ߩಽ⥄ߡߒኻߦ論ߩࡦࡃࡦࠚ࠴㧘ߪࠕ࠼࡞ࠞ

৻ߦࠕ࠼࡞߽ࠞߢߎߘ㧔[3]㧕㧘߇ߚߖነࠍࠗࡊߒኻߦ論ౣߩࠕ࠼࡞ࠞߪࡦࡃࡦࠚ࠴

ᱠ߽⼑ߢߎߎޕߥߡߞ㧘ਔ⠪߇Ꮢ႐ߦኻߚߞߥ⇣ߡߒᣇߜ߽ࠍ㧘ߦߎߘ大ߥ߈㘩

㆑ࠍߣߎߚߞ߇ᜰ៰ߪࠕ࠼࡞߽ࠞߩ߁ߣޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߆߅ߡߒ㧘ࡃࡦࠚ࠴

ߦ経済学ޟ߇ߣߎߚࠇࠄࠅขࠍභ⁛ࠄ߆භ⊛┹⁛ߢߚࠍߣߎߥᓧࠍ⻌ᛚߩࡦ

Ꮢ႐ߥ㧘ⶄ㔀ߪࡦࡃࡦࠚ࠴㧘߇ߚߡ߃⠨ߣ(㧔[13],p.91ޠࠆߢᱠ৻ߥஉ大ߩ೨進ࠆߌ߅

ߦ✢都ว㧘㔛ⷐᦛߥޠ⊛ᒻᑼޟߩߚࠆߔࠍࠄࠇߘ߽ߟߟߒᗐቯࠍਇቢోᕈߩ

ࡦࡃࡦࠚ࠴㧘ߤ߶ࠆߔ៰ᜰ߇ࠕ࠼࡞ࠞޕࠆߢࠄ߆ߥ߉ㆊߦߚߡߒ␜ࠍ⸂ធὐࠆࠃ

ࠍ⟎ಽᨆⵝߥ⚐නߥ߁ࠃࠆࠇߐ␜ߦޠઙ᧦ߩ㊀ੑޟߊឬߩᄦੱࡦ࠰ࡦࡆࡠ㧘ߪ♽論⼏ߩ

ዷ㐿ߩࡦࡃࡦࠚ࠴߽ߡߞߪ߁ߘߒ߆ߒޕߥߪߢߌࠊߚߡߒ⼏論ޟߪᒻᑼ⊛ߪߦޠ

ߍࠅขߦ⊛ᛕ್ߪࠕ࠼࡞ࠞࠍὐߩߘޕࠆߥߦߣߎࠆߔㅀ⸤ࠍ⇇ߓหߣᄦੱࡦ࠰ࡦࡆࡠ

 ޕ14ࠆߢߩߚ

⊛භ⁛ޡ߽ߢࠇߘ㧘߇ࠆ߈ߢ⏕߇ߣߎߚߞ߇⥌৻ਇߥ߈大ߦ⸂ߩਔ⠪ߦ߁ࠃߩߎ

┹ߩℂ論ߩޢ第 ߡ߅ߦ㧘ޟ߇ࡦࡃࡦࠚ࠴⁛භ⊛┹߆ਇቢో┹ࠍޠ߆ട╩

ୃᱜߒ㧘ߩߘ第 9 ࠚ࠴߇ᛕ್ߩࠕ࠼࡞㧘ࠞߦ߁ࠃࠆ߆ࠊ߽ࠄ߆ߣߎߚ߃ടߌ㧘ઃߡߒߣ┨

ߩࠕ࠼࡞߽ࠞߩ߁ߣޕࠆࠇࠊᕁߦ߁ࠃߥ㑆㆑ߪߣߎߚ߃ਈࠍᓇ㗀ߥ߈大ߦࡦࡃࡦ

ᛕ್ߡߞࠃߦ㧘ߪࡦࡃࡦࠚ࠴⁛භ⊛┹ߩ⼏論ࠍ㧘ຠᏅ化ࠆࠃߦડᬺߩᣂⷙෳߩ

࿎㔍߁ߣᒻୃߦᱜߒ㧘ࠅࠃߦࠇߘኦභ論߳ะࠍߌ߆ߞ߈߁߆ߣߚߞ⠨߈ߢ߇ߣߎࠆ߃

⾌ޟ߇භ⊛┹論⁛ߩࡦࡃࡦࠚ࠴߿ਇቢో┹論ߩᄦੱࡦ࠰ࡦࡆࡠߦࠄߐޕࠆߢࠄ߆ࠆ

↪論ߩߟ৻ߩޠ⸃ࠍߣߎߚߞߢ㊀ⷞ߫ࠇߔ㧘ࠞࠆࠃߦࠕ࠼࡞ᓐߩࠄ⼏論ߩℂ論⊛ୃ

ᱜߪ㧘㊀ⷐߣߚߞߢߟ৻ߩ₂⽸ߥ⠨ޕࠆ߈ߢ߽ߣߎࠆ߃ 

 

Χ ߦࠅࠊ߅ 

  

ߢޠ⊛േᘒޟ߫ࠄߥࠆ߃߆㧘ߡ߅ߦޠᢛㆊ⒟⺞ޟߩ㧘Ꮢ႐ߪࠕ࠼࡞ࠞߦ߁ࠃߩߎ

ડᬺߦࠄߐޕߚߡߒਥᒛࠍߣߎߥߒቯ⏕߇ဋⴧ߽ߒߕ㧘ᔅߡ߅ߦ⇇ߥޠ⊛ታޟ

ଐߦേᘒ⊛ᕈᩰߩડᬺߣ㧘ⓠㅛჇߊߥߢࠅ߆ዷ㐿߫ߒᣂߩޠ論↪⾌ޟ㧘ߪߢℂ論ߩ

ߩޠᢛ⢻ജ⺞ޟߩ㧘ડᬺ߽ߩ߁ߣޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚߒነਈߦℂ論ߩਇቢోᕈߩᏒ႐ߚߒ

ਇ⏕ቯᕈ㧘ޟਥⷰ⊛㔛ⷐᦛ✢߁ߣޠ⠨߃ᣇߪ㧘ቢో੍ࠍ೨ឭࠆߔߣᣂฎౖᵷ経済学ߩડ

㧘ߪዷ㐿ߩਇቢోᕈߩᏒ႐ࠆࠃߦⓠㅛჇߣ㧘ਇนಽᕈߜᜬࠍᛕ್⊛ᕈᩰࠆߔኻߦℂ論ߩᬺ

ᣂฎౖᵷ経済学ߩᗐቯࠆߔቢో┹ᛕ್ࠍᗧߪࠕ࠼࡞ࠞޕࠆߢࠄ߆ࠆߔ㧘߿ࠢࠛࠗࡂ

ㄭߦታࠅࠃ㧘ߌฃࠍᓇ㗀ߩⓠㅛჇ論ߩࠣࡦࡗߣ学ᵷࠕ࠻ࠬࠝࠆࠃߦ࠭ࡦࡆࡠ

                                                  
ኻޟޠቯߩ᭽ᕈ৻ޟ߇ࠇߘ㧘߽ߟߟߒଔ⹏ߊ߈大ࠍ論⼏ߩࡦࡃࡦࠚ࠴㧘ߪࠣࠖ࠹ࠬ 14

⒓ᕈߩቯࠆߌ⸳ࠍޠ㒢ࠅ㧘ታߦ㑐ࠆߔᓐߩࠍᠲࠆ߈ߢಽᨆ♽߇ߣߎࠆߣ߹ߦ

㧔[35]385-401ࠆߡߒ៰ᜰߣߚߞ߆ߥ߈ߢ ߩ㧘ᒰᤨߪ៰ᜰߩࠣࠖ࠹ࠬߩߎޕ㧕ࠫࡍ

 ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߟ┙ߦ႐┙ߓหߣᛕ್ߩ߳ࡦࡃࡦࠚ࠴ߩࠕ࠼࡞ࠞ
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㧘ߪℂ論ߩડᬺߩࠕ࠼࡞ೋᦼࠞࠄ߆ὐߚߒ߁ߎޕ߁ࠃ߃⸒ߣߚߡߺ⹜ߣ߁ࠃߒឬ౮ࠍ⇇

㧘߇ࠇߘߢᣇઁߒ߆ߒޕࠆ߈ߢਥᒛߣߚߡߒౝࠍⷞὐߥ⊛ᛕ್ࠆߔኻߦޠဋⴧ経済学ޟ

ડᬺޟߩ⺞ᢛ⢻ജߩޠਇ⏕ቯᕈ㧘ޟਥⷰ⊛㔛ⷐᦛ✢ߡߞࠃߦޠ㧘ડᬺߩേᘒ⊛ߥᕈᩰࠍዷ㐿

߆ߚߡߒ㆐ߦᵢኤߩߢ߹ࠆ⥋ߦᕈᩰߥ⊛⾰ᧄߩ㧘ડᬺ߃ߪߣߚߡߒᚑഞߦߣߎࠆߔ

ߣ❰⚵ޟߥ߁ࠃࠆߦ([6])ޠ⾰ᧄߩડᬺޟߩࠬࠦޔ߽ߩ߁ߣޕࠆᱷߪ㗴߁ߣ߆߁ߤ

ᢛ⢻⺞ޟߩડᬺߦ߁ࠃࠆߔਥᒛߩࠕ࠼࡞㧘ࠞ߫ࠄߥࠆߔ⠨ᘦࠍᕈᩰߩߡߒߣޠડᬺߩߡߒ

ജ߇ޠਇ⏕ቯ⸒ߪߣࠆߢಾߩߘޕࠆߢࠄ߆ߥࠇᗧߢડᬺߩℂ論ߤ߆ߩࠆ߃⸒ߣ

߇ᗧᕁቯߩડᬺࠆߌ߅ߦࠕ࠼࡞ࠞߦࠄߐޕࠆߢ⇼߆߁ MR=MC Ảᦨࠆߔߣ೨ឭࠍ

大化ߩේℂࠆߡࠇ߆⽾ߦએ㧘ߚߒ߁ߘ⼏論ࠅߪ߿ߪ㒢⇇ℂ論ߩਛޕ߁ࠃ߃߽ߣࠆߦ

㧘ડᬺ߽ߡߒߦߚߞ߇ਛᔃ⊛⺖㗴ߦὐࠆߔਥᒛߊᒝࠍേᘒᕈߩ㧘ડᬺߪ論⼏ߩࠕ࠼࡞ࠞ

 ޕࠆᱷ߇⇼ߪߡߟߦዷ㐿ߩߡߟߦౝㇱߩ❰⚵

㧘1930ߪࠕ࠼࡞ࠞ 年ઍᓟඨએ㒠㧘࠭ࡦࠗࠤ経済学ߦ㑐ᔃ߆ߚߚߞ⒖߇㧘ડᬺߩℂ論ࠍ

㒢ߩ⒳ࠆߦ論⼏ߊߠၮߦ㧘ਥⷰ߇ࠕ࠼࡞ࠞߪࠇߎޕߚߞ߆ߥߪߣߎࠆߔዷ㐿ߊᷓߦࠄߐ

ߚߒߥߺߣޠဋⴧ経済学ޟ߇ࠕ࠼࡞ࠞߦ年᥅߽ߩ߁ߣޕ߁ࠈߢࠄ߆ߚߡߒ⼂ࠍ⇇

࡞ࠞߩ年᥅ߒ߆ߒޕࠆߢࠄ߆ࠆࠇ߹論߽⼏ࠆࠃߦ⟵ਥⷰਥߥ߁ࠃߩߎ㧘ߪߦਛߩߩ߽

㧘([18])߫ࠇ߃⠨ࠍߣߎߚߡߒᜰ⋠ࠍធวߩߣਇቢోᕈߩᏒ႐ߣ経済学࠭ࡦࠗࠤ㧘߇ࠕ࠼

࠼࡞ೋᦼࠞߥ߁ࠃߚ߈ߡߒ⸛ᬌߢᧄⓂޕࠆߢᱷᔨߦ㕖Ᏹߪᅤᰳߩត᳞ࠆߌ߅ߦ㗔ၞߩߎ

㑐ㅪᕈߥ߈大ߣᏒ႐ㆊ⒟論ߩߡߒߣầᵹ৻ࠆߌ߅ߦ経済学ߥ⊛㧘進化ߪਇဋⴧ経済学ߩࠕ

 ޕࠆߡ⒁ࠍน⢻ᕈߩߊᄙߥ㧘ᧂ⊒ዷߢὐ߁ߣߟ߽ࠍ
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L.v.ミーゼスの先験主義の認識論的立場―その理論社会科学正当化の批判的考察―1 

        ᓼਣᄐ2 
 
ੱ㑆ߩ⍮⼂ត᳞ࠇߘޔߪߡ߅ߦએᄖߦ㆚ޔߥ߈ߢߩߣߎࠆᔅὼ⊛ߥᓇ㗀ߡߒߣࠆࠇ

 ޕࠆߔሽ߇ⓥᭂ⊛ਈઙߩ߆ࠄߊߦᏱߪߦ学⑼ޕߥ߃ࠍࠆߑߖㆣㆄߦᏱߦ߆߁ࠈߛ
̆̆L.v.ࡒ (ࠬ1962, p.23) 

 
⍮⼂ߩⓥᭂ⊛ߥḮᴰߤߥሽࠆߥ߆ޕߥߒḮᴰࠆߥ߆ޔឭ᩺ߡߞߢ 
ޕࠆߡࠇ߆㐿ߡߒኻߦ⸛ឭ߽᩺ᛕ್⊛ᬌࠆߥ߆ޔḮᴰࠆߥ߆ޔߒ߆ߒޕࠃ߽

ߩࠆߔ⸛ᬌࠍ⥄ࠇߘታߚࠇߐਥᒛߦᏱޔࠈߒߪࠅࠃ߁ߣࠆߔត᳞ࠍḮߩ⼂⍮ߪੱ

 ޕࠆߢ
̆̆K.R.ࡄࡐ(1963, p.49) 

導入と問題状況 

1933)ޢᩮᧄ㗴ߩ࿖᳃経済学ޡ 年)ߩ߳ ⺆࠷ࠗ࠼ߩᐨᢥߪࠬࡒޔߡ߅ߦᧄ⪺ࠆߌ߅ߦᓐߩ

⺖㗴ޔ߇経㛎ਥ⟵ߩ⼂論⊛┙႐ߩߘߣᛛⴚ⊛ኻᔕ㑐ଥࠆߦᏫ⚊ᴺߩฎౖ⊛ㅪ㑐ߦޔߥࠄ経済

学ߩ⼂論⊛ᱜᒰ化ࠍឭଏߣࠆߦߣߎࠆߔㅀุޟޕࠆߡߴቯߥ⊛⥸৻ޔߪߣߎ߈ߴࠆࠇߐᱧผߩ

経㛎ᴺೣ߿․ᱶߥ経済ผᴺೣߪߊߒ߽ޔ㒢ቯᤨߚࠇߐઍౝޡߩ経済ⴕേޡޢᴺೣޔࠍޢᱧผ⊛経㛎߆

 ,Mises, 1933, 1960, preface to the German edition of 1933)ޠޕࠆߢน⢻ᕈߊዉߦࠝ࠹ࠬࡐࠕࠄ
p.μζ) ߩߘᢙ年ᓟߦᦠߚࠇ߆⤘大ߥ⪺ޢࡦ࡚ࠪࠢࠕࡦࡑࡘࡅޡ(Human action, Mises, 1949, 
߮ࠃ߅ޔ(1998 1962 年ޡߩ経済⑼学ߩⓥᭂၮ␆ޢ(The Ultimate Foundations of Economic Science, 
Mises, 1962)ߪࠬࡒߡ߅ߦℂ論␠会⑼学ߌࠊࠅߣޔ経済学ߩᩮᧄේℂߦ㑐ࠆߔ⸃ࠃߒ┙⏕ࠍ

ࠫࡠࠝࠪࠢࡊߡߞࠃߦࠬࡒߪ会⑼学␠ߚࠇߐ┙⏕ߡߞࠃߦේℂߥ߁ࠃߩߘޔߺ⹜ߣ߁

(praxeology; ੱ㑆ⴕὑ学)ߣ߫ߩߡߴߔߩࠫࡠࠝࠪࠢࡊ߫ࠇࠃߦࠬࡒޕࠆࠇ㗴ࡊࠕߪ

ࠆߔ㆐ᚑࠍ⊛⋠ߪ㑆ⴕὑ̆̆ੱ㑆ੱߜࠊߥߔޔ(ultimate category)̉ࠧ࠹ⓥᭂࠞ̈ߥᅷᒰߦࠝ

⊛෩ኒ᥉ㆉࠆߔ㑐ߦታߪ㗴ߩࠄࠇߘޔࠇߐ߈ዉߦࠝࡊࠕࠄ߆̆̆ࠆߔⴕὑߦ⊛วℂߦߚ

 ޕࠆߢคㅀߥ
 
߆ࠧ࠹ࠞߩⴕὑޔߪ㗴ߩࠫࡠࠝࠪࠢࡊߩߡߴߔޕࠆߢࠝࡊࠕߪࠫࡠࠝࠪࠢࡊ

ޕ̖ࠆߢᨐ⚿ߩṶ➈⊛ផℂߚߒ⊑ࠄ ߣߎࠆߔਥᒛߦ⥸৻ߡߒ㑐ߦ㑆ⴕὑੱ߇ࠫࡠࠝࠪࠢࡊ

 (Mises, 1962, p.44)ޕࠆߔᅷᒰߦ෩ኒߡߞߣߦⴕὑߩߡߴߔߊߥᄖ߽ࠆߥ߆ޔߪ
 
ߦࠝࡊࠕ߇㗴ߩࠫࡠࠝࠪࠢࡊߩߡߴߔޔߪਥⷐ⺖㗴ߩ↹⸘⼂論ߩࠬࡒߡߞ߇ߚߒ

ᅷᒰ̈ߥⓥᭂࠞੱ̆̉ࠧ࠹㑆ߩวℂ⊛ⴕὑ̆ࠄ߆ዉࠍߣߎࠆࠇ߆ਥᒛߥࠝࡊࠕޔࠆߔේℂߩ

ᱜᒰ化ࠍឭଏࠍࠫࡠࠝࠪࠢࡊޕࠆߢߣߎࠆߔవ㛎⊛ߥ⑼学㗔ၞߡߒߣᱜᒰ化ࡒޔߦߚࠆߔ

ࠃࠆࠇߐߥ߽ߣ⟵วℂਥߥࠢ࠶ࠖ࠹ࡑࠣ࠼ߩ⒳ࠆޔᣇ৻ࠆࠇߐ㉼⸂ߡߒߣ⟵వ㛎ਥߥᅷᒰߪࠬ

ߥߔޔߡߒߣࠆߢ⊛᧦ᢎࠍ⼂論ߩࠬࡒߪࠣࡠࡉ߫߃ߣߚޕࠆߖߐዷ⊑ࠍ⼂論⊛┙႐ߥ߁

ዉߊߥߣߎࠆࠇߐߥ߇論⼏߿ᱜᒰ化ߩએࠇߘޔ߇ၮᧄ⊛೨ឭߩᣇᴺ論߮ࠃ߅⼂論ߩࠬࡒߜࠊ

ߡߒߣߚࠇࠄ↪ޔࠇߐᛕ್ޕࠆߔ㧔Blaug, 1992, p.81㧕߹ߩࠬࡒߚᦨ߽⪺ฬߥᒉሶࡂࠆߢ

߿ߪߺ⹜ߩࠬࡒߊዉࠍ㗴ߩℂ論␠会⑼学ࠄ߆ߺߩࠧ࠹ⴕὑࠞߥࠝࡊࠕޔ߽߃ߐࠢࠛࠗ

  (Hayek, 1994, p.72) ޕࠆߡߒߣࠆ߉ߔߦ┵ᭂ߿
৻ᣇᄙߩߊᛕ್ޔ߫ߒ߫ߒߪࠫࡠࠝࠪࠢࡊߩࠬࡒޔߕࠄ᜔߽ߦㄭઍࠝࠕ࠻ࠬ学ᵷߩℂ

                                                       
1ᧄ⎇ⓥޔߪ京都大学 21 ♿ COE ഥߩޠᒻᚑߩὐࠬࠗࠚࡈ࠲ࡦࠗߩవ┵経済ಽᨆޟࡓࠣࡠࡊ

ᚑࠍᓧޕߚᧄⓂޔߪหࡄࡍࡦ࡚ࠪ࠶ࠞࠬࠖ࠺ࡓࠣࡠࡊNo.117 એߪ ቢోޕࠆߢ ⚂ⷐߩ

ਅߦ࠻ࠗࠨߩឝタޕࠆߡࠇߐhttp://www.kier.kyoto-u.ac.jp/coe21/result-DP.html 
2 京都大学大学㒮経済学⎇ⓥ⑼ඳ჻ᓟᦼ⺖⒟ natsuka.asano@e01.mbox.media.kyoto-u.ac.jp 



論␠会⑼学ߩᱜᒰޔߥᚗߪዋ߽ߣߊߥⷙ▸⊛ߥᣇᴺ論ߣࠆߢޕߚ߈ߡࠇߐߥ(Rothbard, 
1957)(Rothbard, 1976)(Kirzner, 1976)(Selgin, 1988) ߹ߩࠬࡒߚ㧔ⴕὑࠞߡߴߔࠄ߆ࠧ࠹

ߚ߃ਈߦᣇᴺ論ߩ学ᵷࠕ࠻ࠬࠝߩᓟޔ߇⼂論⊛ᱜᒰ化ߩ᭴ᗐࠫࡠࠝࠪࠢࡊ㧕ߊዉࠍቯℂߩ

ᓇ㗀ุߪቯߒ㔍ޕHuussen ࠄߘ߅ߪ⟵వ㛎ਥߚ߈ߡࠇߐ⼔ᑯߡߞࠃߦࠬࡒޟޔߦ߁ࠃࠆߴㅀ߇

学ᵷࠕ࠻ࠬࠝޔߪࠫࡠࠝࠪࠢࡊߩࠬࡒޔ߇ߥࠇߒ߽߆ߚ߈ߡࠇࠄ߃ᝒߣߩ߽ߥ⇣ᄸߊ

 ,㧔Huussen, 2001ޠޕࠆߡߌ⛯ࠅߢ㊀ⷐߡߞߣߦ⸂ℂߩേะߩㄭઍ経済学ᕁᗐࠆࠇࠄ⍮ߡߒߣ
p.121㧕ടߩࠬࡒޔߡ߃వ㛎ਥ⟵ߪㄭઍ経済ℂ論㧔ࡠࠢࡒߌࠊࠅߣ経済学㧕ߩᣇᴺ論ߣᄙߩߊㇱ

ಽߡ߅ߦ㊀ⶄ߫ߒ߫ߒ߇ߣߎࠆߔᜰ៰ޕࠆߡࠇߐ (Leeson & Boetteke, 2006) 
ᦨࠆߔ㑐ߦ⼂論ߩࠬࡒޔߦ߁ࠃࠆߔ៰ᜰ߇⠪⪺ߩઁߩߘ߿࠻࡞ࠟ࠻࠶㧩ࠢ࠼࡞ࠢߒ߆ߒ

߽大ߥ߈㗴ࠍ⺆↪࠻ࡦࠞ߇ࠬࡒޔߪᄙ↪ߡߒᓐߩ┙႐ࠍᠩ⼔ߘޔߕࠄ᜔߽ߦࠆߡߒߣ߁ࠃߒ

ߦ߁ࠃࠆߦߣߎࠆߢቯਇน⢻․ޔߊߥ߽߃ߐߢࠇߘߩ࠻ࡦࠞ߇ᓽ․ߩ⼂論⊛┙႐ߩ⟵వ㛎ਥߩ

ᕁޕࠆࠇࠊ(Kurrild-Klitgaard, 2001, p.127) 
 
ᧄ⎇ⓥߩࠬࡒޔߪ⁓ߩవ㛎ਥ⟵ߩ⼂論⊛ᱜᒰ化ᣇᴺ߮ࠃ߅⼏論ޔࠍℂ論␠会⑼学ࠆߌ߅ߦ

Ⴚ⇇⸳ቯ㗴̆̆ߜࠊߥߔℂ論␠会⑼学ߥ߁ࠃߩߤߪේೣ㧔経㛎⊛ޔᚗߪᢙ学߿論ℂ学ߥ߁ࠃߩ㧕

ޔઁࠇߐቯ߇ℂၮḰ⌀ߡߞࠃߦ ࠃߒ⸂ࠍ̆̆߆߈ߴࠆࠇࠄߌߠ⇇Ⴚࠄ߆⍮⊛ᵴേߩ㑆ੱ߿学⑼ߩ

␠ℂ論ߪࠬࡒޕࠆߦߣߎࠆߔߦ߆ࠄࠍ⼂論⊛┙႐ߩߘޔߒត᳞ߡߒߣߺ⹜ߩߟ৻ࠆߔߣ߁

会⑼学ࠫࡠࠝࠪࠢࡊޔ߇㧔ੱ㑆ⴕὑ学㧕ߣ߫ߩ⥄⁛ࠆࠇ学㗔ၞࠍߣߎࠆߢਥᒛࡒޕࠆߔ

ޔࠅߢ学㗔ၞ⑼ߥ⊛వ㛎ߥ߽ߢߩ߽ߥ⊛ᢙ学⊛論ℂ学߽ߢ⊛経㛎ߪℂ論␠会⑼学߫ࠇࠃߦࠬ

߆ߒޕࠆߔឭଏࠍℂ論ߥ߁ࠃࠆߢ⌀㧕ߡߟߦᨩࠆߔ㑐ߦ㧔ታߦ⊛ว✚ߟ߆ߢࠝࡊࠕߚ߹

論⼏ߩࠬࡒ㧫߆߁ࠈߛߪ論⼏ߩࠬࡒ㧫߆߁ࠈߛߩࠆࠇߐᱜᒰ化ߪਥᒛߩߎߡߒߦ߆ߒ

ࠈߛ߈ߴࠆࠇߐᜎุޔࠄ߆↱ℂߥ⊛⼂論ޔ⊛論ℂޔ⊛ᣇᴺ論ߪࠆޔ߆ߩߥߩ߽ߚߒ⽾৻㚂የߪ

 ޕࠆߢ㗴ࠆߺ⹜ߣ߁ࠃߒߦ߆ࠄޔߒಽᨆߢᧄⓂ߇ࠄࠇߎ㧫߆߁
⼂論⊛┙႐ࠆߔ㑐ߦὼ⑼学ᣇᴺ論⥄ߩࠬࡒߦߓߪߪߢᧄⓂޔߦߚࠆ߃╵ߦ㗴ߩࠄࠇߎ

⟵Ꮻ⚊ਥ☴⚐߇ࡄࡐߡߒ㑐ߦὼ⑼学⥄߇ࠬࡒߪ論⚿ߩᧄⓂޕࠆߔಽᨆࠍ㉼⸂ߪߚ߹ߌߠ⟎ߩ

naïve inductivism ߣߛࠎ┙႐ࠍᜬߩࠬࡒޕࠆߢߣߎࠆߡߒ⥄ὼ⑼学ߩ┙႐ࠍ⼏論ߚߒ

ᓟޔ␠会⑼学ߦ㑐ࠆߔ⼂論⊛⼏論ߩᬌ⸛߫ࠇࠃߦࠬࡒޕࠆ⒖ߦℂ論␠会⑼学ੱޟߪ㑆ⴕὑࠞߩ

ޠ̆ࠧ࠹ ࠄ߆㗴ߥ⌀ߦࠝࡊࠕ߁ߣ̆̆ࠆߔⴕὑߦߚࠆߔ㆐ᚑࠍ⊛⋠ߪ㑆ੱߩߡߴߔ̆

⊒ޟޕࠆࠇߐߣࠆߔ㨯㨯㨯⼂論ੱޔ㑆⍮⼂ߩℂ論ߦ߆⏕ޔߪߦਇᄌߣ⠨ࠍࠆߑ߃ᓧߥߔ̆̆ߩ߽ߥ

ⴕὑࠞߡߞ߇ߚߒ (Mises, 1962, p.1)ޠޕࠆߔሽ߇㑆ⴕὑ学⊛᭴ㅧੱ߮ࠃ߅⊛論ℂߩ㑆♖ੱޔߜࠊ

ߪࠬࡒޕ߁ࠃࠇࠄߖ㆐ߦචಽߪ⁓ࠆߔ⸂ࠍ⼂論⊛┙႐ߩࠬࡒޔࠅࠃߦಽᨆߩࠧ࠹

⥄りߩਥᒛࠍᱜᒰ化ޔ߫ߒ߫ߒߦߚࠆߔᔃℂ⊛ޔ⼂論⊛ޔᣇᴺ論⊛ߥ⼏論ࠆ↪ߡߒੂᷙࠍะ

ߩએਅޔ߇ࠧ࠹ⴕὑࠞߩࠬࡒߪߢᧄⓂޔߚࠆ߇ 4 ㅢߩࠅᣇᴺߡߞࠃߦࠇߐ㉼⸂ߡߒ

 ޕࠆߔឭࠍߣߎࠆ߁
 

γ㧕ⷰኤ㗴ߪߊߒ߽ޔౝⷰࠄ߆ዉߚࠇ߆経㛎ࠍឬߊ㗴ߩߡߒߣⴕὑࠞࠧ࠹ 
ᧄⓂߪߢ第৻ߩࠬࡒߦⴕὑࠞⷰޔࠍࠧ࠹ኤ㗴߽ߪߊߒౝⷰ introspection ߚࠇ߆ዉࠄ߆

経㛎ࠍឬߊ㗴߇ࠬࡒޕࠆߔ㉼⸂ߡߒߣ␠会⑼学ߩ⥄⁛ࠍవ㛎⊛ߥ⑼学㗔ၞߣ߁ࠃߒ┙⏕ߡߒߣ

ᗧ࿑ߥࠝࡊࠕߪࠬࡒޔ߫ࠇߢߩࠆߔ✚ว್ᢿ߇น⢻ߥࠝࡊࠕߪߚ߹ޔߣߎࠆߢ✚ว

್ᢿࠆߢ⌀ߡߒߣⷙೣᕈߩሽߩߎޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥߐ␜ࠍಽᨆߪ㧞ߩߟ⚿論ߦᏫ⚿ޕࠆߔ㨍)
第৻ߩ⥄⁛ߪࠬࡒޔߦవ㛎⊛⑼学㗔ၞߩߡߒߣ␠会⑼学ߩᱜᒰ化ࠍ⹜ߥ߁ࠃߩߎࠆߺᣇᴺࠍᜎุ

น⢻ᕈߩว್ᢿ✚ߥࠝࡊࠕޔ߽ߡߞࠃߦߣߎࠆ߃⠨ߢ⥄ࠇߘߡߟߦ論⼏ߩߎߦ㨎㧕第ੑޔߒ

 ޕࠆߢߣߎ߁ߣߥ߈ߢ߇ߣߎߔ␜ࠍሽߪߚ߹
δ㧕␠会⊛⇇ߩၮᧄሽ論ᒻᑼߩߡߒߣⴕὑࠞࠧ࠹ 
ᰴ▵ߩࠬࡒߪߢⴕὑࠞࠍࠧ࠹␠会⊛⇇ߩၮᧄ⊛ߥሽ論ᒻᑼߜࠊߥߔޔߡߒߣ␠会⊛

ℂߥ⌀ߦࠝࡊࠕ߇会⑼学␠ޔ೨▵ห᭽ޕࠆߔ㉼⸂ߡߒߣߩ߽ߊឬࠍ᭴ㅧߪߚ߹⾰ᕈߥ⊛ၮᧄߩ⇇

論ࠍឭ␜߁ߣࠆߔਥᒛࠍᱜᒰ化ߪࠬࡒޔߪߦߚࠆߔⴕὑࠞߥ⌀ߦࠝࡊࠕࠍࠧ࠹✚ว

್ᢿ߽ߢߎߎޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ┙⏕ߡߒߣ೨▵ࠆߌ߅ߦಽᨆ⚿ᨐߣห᭽ߪࠬࡒޔⴕὑࠞࠧ࠹



ߔߣ学㗔ၞ⑼ߥ⊛వ㛎ࠍℂ論␠会⑼学ޔߕ߈ߢ߇ߣߎߔ␜ࠍߣߎࠆߢว್ᢿ✚ߥࠝࡊࠕ߇

 ޕࠆࠇߐᜎุࠄ߆⼂論⊛ᩮ߮ࠃ߅⊛論ℂޔߪߺ⹜ߩᓐߔ␜ࠍߣߎࠆ
ε㧕ቯ⟵߹ߪߚ⚂᧤ਥ⟵⊛┙႐ߩߡߒߣⴕὑࠞࠧ࠹ 
第ਃߦ╩⠪ߩࠬࡒޔߪⴕὑࠞ߇ࠧ࠹ቯ⟵ࠍߣߎࠆ߁ࠇߐ㉼⸂ߡߒߣឭޕࠆߔ㗴ߩ⌀ℂ

⹏ଔၮḰߡߒߣಽᨆ⊛߁ߣࠆߢࠝࡊࠕߪߣߎࠆߢᗧࠍޔߚቯ⟵ߪᏱߣࠆߢ⌀ߦ

ߩࠬࡒޔߡߞࠃߦ㉼⸂ߩߎޕࠆ߁ࠇߐߥ┙႐ࠍ৻⒳ߩ⚂᧤ਥ⟵ Conventionalism ߁ߒߥߣ

 ޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐᜎุࠄ߆ᩮߥ⊛⼂論ޔ߇ࠆߢ⌀ߪߦ⊛論ℂߪ႐┙ߩߎޕߥࠇߒ߽߆ࠆ
ζ㧕ᣇᴺ論⊛ੱਥ⟵߮ࠃ߅ᣇᴺ論⊛ේೣߩߡߒߣⴕὑࠞࠧ࠹ 
第 4 ߣࠆߔⴕὑߦ⊛論ℂߡߞ߇ߚߒߦઙ᧦߇ੱޔߪน⢻ᕈߩ㉼⸂ࠧ࠹ⴕὑࠞߩᦨᓟߡߒߘߩ

⟎ޔࠆߌߠᣇᴺ論⊛ේೣߣޕࠆߢߣߎߔߥᒰὼࠄ߇ߥᣇᴺ論⊛ේೣߪߚ߹⌀ߪனޔߊߥߪߢ㆐

ᚑߣߚߒᦸߡߞߣߦ⁓↪ߩߎޕࠆߢߌߛ߆ุ߆ࠆߢේೣߪ␠会⑼学⊛⺑ߩ᭴ㅧߦ㑐ߔ

ߒ⼔ᠩࠍ႐┙ߩ⟵ᣇᴺ論⊛ੱਥߪࠬࡒޕࠆࠇࠄᓧࠄ߆ਥᒛߩ⟵ᣇᴺ論⊛ੱਥޔࠆߢℂ論ࠆ

ⴕߒ߆ߒޕࠆࠇࠊᕁߦ߁ࠃࠆߔ⥌วࠅࠃߣᗧ࿑ߥ⊛⥸৻ߩᓐߪ㉼⸂ࠧ࠹ⴕὑࠞߩߎޔߚߚߡ

ὑࠞࠍࠧ࠹ᣇᴺ論⊛ේೣߣⓍ߽ࠆቯޔ߇␠会⑼学ߩ⥄⁛߇వ㛎⊛ߥ⑼学㗔ၞࠍߣߎࠆߢ␜

 ޕࠆߢᧂ⸃ߪ߁ߣޔ߆ࠆߔ⥌৻ߣਥᒛߩࠬࡒߔ
 
ᧄⓂߪᱧผ⎇ⓥ߽ߦࠆߢ㑐ޔߕࠄࠊ␠会⑼学߇వ㛎⊛ߥ⑼学㗔ၞߩࠬࡒߩߣࠆߢਥᒛࠍಽ

㘃ߣ߁ࠃߒ⹜ࠆߡߺὐޔߚ߹ߡ߅ߦಽᨆ⊛⎇ⓥߒ߆ߒޕࠆ߽ߢಽᨆ⊛⎇ⓥߪᱧผ⊛⎇ⓥߣᔅߕ

ޔᱧผ⊛⎇ⓥ߽ࠆߥ߆ࠆߔ㑐ߦ⼂論ߩࠬࡒޕࠆ߃ࠅߥߣᔅⷐ᧦ઙߩߘ߫ߒ߫ߒޔߕߖ⋪⍦߽ߒ

ಽ㘃ߢਛߩᱧผ⊛ᢥ⣂ࠍ⼂論⊛┙႐ߩࠬࡒޔ߫ࠇߌߥߢ߁ߘޔߒߣᔅⷐࠍಽ㘃ߩ႐⥄┙ߩߘ

ᱜࠍℂ論␠会⑼学߇ࠬࡒߡߞ߇ߚߒޕࠆߢਇน⢻⥄ࠇߘ߆ࠆ㒱ߦ⺒⺋ޔߪߺ⹜ࠆߔߣ߁ࠃߒ

ᒰ化ߦߚࠆߔ᭴ᚑߚߒవ㛎ਥ⟵ߩ⼂論⊛┙႐ߩ⸃ޔߪ経済学⺑ผ⎇ⓥߡ߅ߦ㊀ⷐߥᗧ⟵ࠍᜬ

 ޕ߁ࠃ߃⸒ߣߟ
 

１）ミーゼスの自然科学方法論観 

ὼ⑼学⥄ߩᓐߪߢ▵ᧄޔߦߚࠆߔߦ߆ࠄࠍ⼂論⊛ᱜᒰ化ߚߞⴕߡ߅ߦ会⑼学␠߇ࠬࡒ

ߥ⊛ဳౖߊ⸂ࠍ㗴ߩႺ⇇⸳ቯ߮ࠃ߅Ꮻ⚊ᴺߪὼ⑼学ᣇᴺ論⥄ߩࠬࡒޕࠆߔ⸛ᬌౣࠍᣇᴺ論ⷰߩ

⹜ߣࠆߢߺޔߚࠆ߁ࠇߐߥᧄ▵ߪߢᦨೋߦᏫ⚊㗴߮ࠃ߅Ⴚ⇇⸳ቯ㗴ߡߟߦ⺑ޕࠆߔ 
Ꮻ⚊㗴ߣႺ⇇⸳ቯ㗴 
߅ߦ㧔Die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie㧕ޢ大ᩮᧄ㗴ੑߩ⼂論ޡߪࡄࡐ

㗴ࠆߔߣ㕖⑼学ૃߪߚ߹ޔ㕖̆経㛎⑼学ߥ߁ࠃߩ論ℂ学߿ᢙ学ࠍ経㛎⑼学ޔࠍႺ⇇⸳ቯ㗴ߡ

Ⴚ⇇ઃߥ߁ࠃߩߘ㧫߆ߩߥ㊀ⷐ߇ߣߎࠆߌႺ⇇ઃࠄ߆㕖経㛎⑼学ࠍ経㛎⑼学ޔޕࠆߔ␜ឭߡߒߣ

ߦ⁓ᦸߣߚߒ㆐ᚑߪ⟵ቯޕߥࠇߒ߽߆ࠆ߃⠨ߣࠆߔ⚿Ꮻߦ㗴ߩ⟵ቯߩ経㛎⑼学ޔዪ⚿ߪߌ

ଐߡߒ↪ߣࠆߔߣࠆߢ߁ߘޔࠅߢ߆ุ߆Ⴚ⇇⸳ቯߪ㕖Ᏹߦᕭᗧ⊛ߦ߁ࠃࠆߢᕁࠆࠇࠊ㧔ༀ

ᖡޔߦ߁ࠃߩ㉛⟥ޔ経㛎ߣ㕖-経㛎ࠍߥࠇߒ߽߆ࠆߔ㧕ߒ߆ߒޕ経㛎⑼学ࠍ㕖経㛎⑼学ࠄ߆Ⴚ⇇

ઃࠆߌ㗴ߩ⸃߇⑼学論߮ࠃ߅⼂論ߡ߅ߦ㊀ⷐᕈࠍᜬޔߪߩߟℂ論ߩ⌀னࠍቯࠆߔၮḰߔޔ

ᛕ್⊛ၮḰߥࠇߒ߽߆ߥ߃ߒ㆐ᚑ߇ℂ論ޔߜࠊߥ
㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚

ߢߚࠆߡߓ↢߇Ⴚ⇇⸳ቯ㗴ࠄ߆㗴ߩ

 ޕࠆ
᥉ߚߒ⼂論⊛ᢥ₂ޔ߫ࠇࠃߦ経㛎⑼学ߪγ㧕෩ኒ৻⥸ᕈߣδ㧕経㛎ਥ⟵ߩߟੑߩⷐ᳞ߡߞࠃߦ

ቯ⟵ޕࠆ߁ࠇߐℂ論ߩ⼂論⊛ᕈ⾰ߪ෩ኒ᥉ㆉ⊛ߢ経㛎⊛ߥ㗴ޔߚࠆߢ᥉ㆉᕈߩේೣޔߪ経㛎

⑼学ߩ⺖㗴ᤨ߇ⓨ㑆ߚߒ┙⁛ࠄ߆ℂ論ࠍߦߣߎࠆߔߦ߆ࠄ㑐ㅪޕࠆߔ経㛎ਥ⟵ߩේೣޔߪ経㛎⑼学

ℂ論ߩ⌀ℂ߇経㛎ߜࠊߥߔޔߺߩߡߞࠃߦᕁ߿߈ߟᕭᗧ⊛ߥାઔߦଐߥߒᛕ್⊛ၮḰߡߞࠃߦ

ቯߦߣߎࠆࠇߐ㑐ㅪߩߟੑࠄࠇߎޕࠆߔⷐ᳞߇経㛎⑼学ࠍ․ᓽઃޔߢߎߎߒ߆ߒޕࠆߌ経㛎⑼学ࠍ

ቯ⟵ߩߎࠆߔ㧞ߩߟⷐ᳞ࠍḩࠆ߁ߒߚᣇᴺ߇ሽ߁ߣޔ߆ุ߆ࠆߔ⇼ޕࠆߓ↢߇経㛎⑼学ߩℂ論

ߦ経㛎ߟ߆ޔࠅߢᅷᒰߡߒ┙⁛ࠄ߆ⓨ㑆ᤨ߇ℂ論ޔߪߣߎ߁ߣࠆߢ⊛経㛎ߟ߆ߢ⊛⥸৻෩ኒ߇

ޔ߫ࠄߥࠆߡߒ┙⁛ࠄ߆ⓨ㑆ᤨߩቯ․߇㗴ߥ⊛⥸৻෩ኒ߇ߛޕࠆߔᗧࠍߣߎࠆࠇߐቯߡߞࠃ



߫ࠇࠅ୫ࠍߩ࠻ࡦࠞߢߎߘޕߥ߃ࠇߐቯߪߡߞࠃߦ経㛎ޔߚࠆߡߒࠍ経㛎ߪࠄࠇߘ

ߐቯߡߞࠃߦ経㛎ߦ߆ޔߪ㗴ߥ⊛⥸৻෩ኒߥ߁ࠃߩߘޕࠆߓ↢߇ޠ㗴ߩน⢻ᕈߩ経㛎⑼学ޟ

ߩߎ ?߆ߩࠆ߁ࠇ 2  㧫߆ߥߪߢߩߥ߃ࠇߐߚḩߪߦหᤨߪ㗴⺖ߩߟ
ࠇࠊᕁߦ߁ࠃࠆߢᣇᴺߥน⢻߇ߣߎߔߚḩࠍⷐ᳞ߩߟੑࠆߔ⟵ቯࠍ経㛎⑼学ޔߪᏫ⚊ᴺࠆࠁࠊ

ⷰኤ㗴ߚࠇߐ⏕ࠍℂᕈ⌀ޔߡߞࠃߦផ論ߩౝኈᒛ̆⌀ℂ⛽ᜬޔ߫ࠇࠃߦᏫ⚊ᴺߥ⚐නޕࠆ

ߺߡ߃⠨ࠍᏫ⚊⊛ផ論ߩએਅޕࠆࠇߐߣࠆߢน⢻߇ߣߎߊዉࠍ㗴ߩ⌀ߥ⊛⥸৻෩ኒߢ⊛経㛎ࠄ߆

 ޕ߁ࠃ
 

೨ឭ㧦Ἣᤊߪᬦ゠ߦᴪߡߞㆇേࠆߔᖺᤊޕࠆߢ 
     ᧁᤊߪᬦ゠ߦᴪߡߞㆇേࠆߔᖺᤊޕࠆߢ 
     ߪᬦ゠ߦᴪߡߞㆇേࠆߔᖺᤊޕࠆߢ 

̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆  ̆
⚿論㧦ߩߡߴߔᖺᤊߪᬦ゠ߦᴪߡߞㆇേޕࠆߔ 

 
⊛論ℂ߽ࠅࠃ೨ឭߪ論⚿ߡ߅ߦផ論ߩ⒳ߩߎޔߦ⊛ኻᾖߣਃᲑ論ᴺߥ⊛➈Ṷޔߪ߈ߴߔᗧ⇐ߢߎߎ

ߣߎࠆߡࠇࠄ߃⠨ߣࠆߡߒᜬ⛽ࠍℂᕈ⌀߇ౝኈᒛߩ೨ឭߕࠄ᜔߽ߦࠇߘޔࠅ߅ߡߞᜬࠍߐᒝߥ

 ޕࠆߢ
ࠍ㗴ߥ⊛経㛎ߟ߆ߢ⊛⥸৻ߦ෩ኒࠄ߆㗴ޔߦ߁ࠃߚࠇߐ៰ᜰߦᣢߡߞࠃߦࡓࡘࡅߒ߆ߒ

ផ論ޔߪߣߎࠆߔ論ℂ⊛ߦ㕖ᅷᒰޔ߫ࠇࠃߦࡓࡘࡅޕࠆߢਈⷰߚࠇࠄ߃ኤࠄ߆ᔅὼ⊛ߥේ࿃ߣ⚿

ᨐࠍዉߊวℂ⊛ߥᣇᴺ߇ሽޔߚߥߒㅪ⛯ߡߒࠆ߈ታⷰߩኤࠄ߆ᔅὼ⊛ߥ࿃ᨐ㑐ଥࠍផ論ߔ

߃ࠁࠇߘޔߒߣࠆࠃߦାઔޔ⠌ᘠ߿ᦼᓙߩࠇࠊࠇࠊߪ⺑ߥ߁ࠃߩߎߪࡓࡘࡅޕߥ߈ߢߪߣߎࠆ

経㛎⑼学ߩ 2 ࠁࠊ߇ࠇߎޕࠆߥߦߣߎߥ߉ߔߦߡડߥ⊛㕖วℂߪ学⑼ޔߕ߃ࠇߐߚḩߪⷐ᳞ߩߟ

ߩⶄᢙޔߕ߃ߒᱜᒰ化ࠍ論⚿ߪ೨ឭߩ೨ㅀߡߞࠃߦ㚛ߩߎޕࠆߢ論ℂ⊛㚛ࠆߔኻߦᏫ⚊ᴺࠆ

経㛎㧔ⷰኤ㧕㗴ߩߡߴߔޟࠄ߆ᖺᤊߪᬦ゠ߦᴪߡߞㆇേ߁ߣޠࠆߔ㗴ࠍዉߩߣߎߊ論

ℂ⊛ᅷᒰᕈ߇ሽޕࠆߥߊߥߒ 
ࠆ߃ਈࠍ㒢ᮭ߁ⴕࠍᗧౝኈᒛ̆⌀ℂ⛽ᜬផ論ޔࠍ論ℂ⊛ᰳ㒱ߩᏫ⚊ᴺߥ߁ࠃߩߎ

㧚㧚㧚㧚㧚㧚
೨ߥ⊛ઃടޔ

ឭࠍᏫ⚊ᴺߦᝌޔୃߢߣߎࠆߔ ᱜߣ߁ࠃߒ⹜ߩߎޕߥࠇߒ߽߆ࠆ߁ߺේೣߒ߫ߒߪ ޠᏫ⚊ේℂޟ߫

߆ߒޕࠆࠇߐቯ․ߡߒߣޠᴺೣߩ࿃ᨐᓞޟޠᴺೣߩ᭽ᕈ৻ߩὼ⥄ޟߪߚ߹ޠ೨ឭߩⷙೣᕈޟޔࠇ߫ߣ

หߚ߹Ꮻ⚊ේℂ߽ޔߪߦߚࠆߢ㗴ߥ⊛経㛎ߟ߆ߢ⊛⥸৻෩ኒ߇論⚿ߚࠇ߆ዉࠄ߆Ꮻ⚊⊛ផ論ߒ

᭽ߩᕈ⾰̆̆㧔経㛎⊛ࠃߖߦߥߢ㧕✚วߥ෩ኒ᥉ㆉᕈޔߣ⸽ߚࠇߐ⌀ℂߔ␜ࠍߣߎࠆߢᔅⷐ߇

⊛෩ኒ᥉ㆉࠆߢ⌀ߢ⊛経㛎ࠄ߆ⷰኤ㗴ޔ߫ࠄߥߌߛ߁ߣࠆߢ⟵ቯߦන߇Ꮻ⚊ේℂޕࠆ

ᗧౝኈᒛ̆⌀ℂᜬߦනߪᏫ⚊ේℂޔ߫ࠇߔ⸒឵ޕߥ߈ߢߪߣߎࠆߔផ論ߦ⊛論ℂޔࠍ㗴ߥ

ផ論ࠍዉᮭࠆߔࠍㅀޔ߇ࠆߢߩߥߌߛࠆߡߴ෩ኒ᥉ㆉ⊛ߢ経㛎⊛ߥ㗴ࠍ論ℂ⊛ߦᱜ⏕ߥផ

論ߡߞࠃߦዉߊ⺖㗴ࠍḩޔߪߦߚߔߚᏫ⚊ේℂ߽෩ኒ᥉ㆉ⊛ߟ߆ߢ経㛎⊛㧔߽ߪߊߒዋ߽ߣߊߥ✚

ว⊛㧕߃ߣߚޔߚߥࠄߥ߫ࠇߌߥߢᏫ⚊ᴺࠆࠁࠊߦᏫ⚊ේℂࠍᝌޔ߽ߡߒߣߚߒᏫ⚊ේℂߘ
㧚㧚㧚㧚㧚

⥄ࠇ
㧚㧚㧚

 ޕࠆߢߩࠆࠇߐᱷ߇㗴ߩᱜᒰ化ߩ
Ꮻ⚊ේℂ߇Ꮻ⚊⊛ផ論ߩ⚿論ߣหߓᕈ⾰㧔෩ኒ৻⥸⊛ߟ߆✚ว⊛㧕ࠍᱜ⏕ߔ␜ߦ㗴ߥ߫ࠇߌߥߢ

ߒઃടࠍේℂ࠲ࡔࠆߔ┙⏕ࠍ㧫̆̆Ꮻ⚊ේℂ߆ࠆ߁ࠇߐ┙⏕ߡߒߦ߆ߪᏫ⚊ේℂޔ߫ࠇߔߣߥࠄ

ޕࠆߓ↢߮ౣߪ㗴ߩᱜᒰ化ߩߘޔ߽ߡߒߣߚߒ┙⏕ࠍේℂߩ第ੑߩ⒳ߩߘߒ߆ߒޕߥࠇߒ߽߆ࠆ߁

⊛⚊Ꮻ߮ࠃ߅Ꮻ⚊ේℂߚ߹ਥᒛ߽ߩ第ੑޔߪߦߚࠆߔ┙⏕ࠍᏫ⚊ේℂߡߞࠃߦේℂߩ第ੑߜࠊߥߔ

ផ論ߩ⚿論ߣห᭽ߩᕈ⾰ࠍߡߞ߇ߚߒޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥߡߒᏫ⚊ᴺ߳ߩ論ℂ⊛㚛ࠅࠃޔߪ㜞

ή㒢ᓟㅌߩᏫ⚊ේℂ߳ infinite regress  (Popper, 1935, 2002, p.5)ޕࠆߥߣᒁ⺃ߩ
ߦ⊛ၮᧄޔߪߦ߁ᛒࠍ㗴ߩߎ 3 ࠼ࠍᏫ⚊ᴺޔ߆ࠆࠇߌฃࠍή㒢ᓟㅌ̆̆ࠆߔሽ߇ㆬᛯ⢇ߩߟ

ߢޔ߆ࠆߌߟࠍᣇᴺ⺑ߥ⊛ᔃℂޔ߆ࠆಾߜᢿࠍή㒢ᓟㅌߡߞࠃߦߣߎࠆߔዉߦࠢ࠶ࠖ࠹ࡑࠣ

ࡅߪࡄࡐߡ߅ߦ(The logic of scientific discovery, Popper, 1935, 2002)ޢ論ℂߩ学⊛⊒⑼ޡޕࠆ

ޔߒ㔌ࠅಾࠄ߆㗴ߩ࿃ᨐᓞࠍ論ℂ⊛㗴ߩᏫ⚊ᴺޔࠍ学⊛㗴ືߩ࿃ᨐᓞߜࠊߥߔޔ㗴ߩࡓࡘ

㗴ߩ⺑᭴ㅧߩᣇᴺ論⊛㗴ߒ⒖ߦᄌߩߎޔߡߞࠃߦߣߎࠆ߃㗴ࠍ⸃ߣ߁ࠃߒ⹜ࡐޕߚߺ



ޔℂ論߽ߥ⊛⥸৻෩ኒߩ経㛎⑼学ߪࡄ ࠆߌߠ⟎ࠍ経㛎⑼学ߡߒߥߣ⺑ߥ⊛ᥳቯࠍ㗴ߪߊߒ

 ޕߚ߃⠨ߣࠆ߈ߢ߇ߣߎߔߚḩࠍⷐ᳞ߩߟੑߩ経㛎⑼学ޔߢߣߎ
⁁㗴ߩ⼂論ߚࠇߐߎ߈ᒁߡߞࠃߦ論ℂ⊛㚛ࠆߔኻߦᏫ⚊⊛ផ論ߥ⚐නޔ߫ࠇࠃߦࡄࡐ

ᴫࠍឬߊⶄᢙߩ೨ឭޔࠄ߆⚐☴Ꮻ⚊ਥ⟵ Naïve Inductivismޔ経㛎ਥ⟵, వ㛎ਥ⟵ޔ⏕₸ਥ⟵⊛┙႐ޔ

ᡆૃ⸥ㅀߩ┙႐ޔ⚂᧤ਥ⟵Conventionalismޔน⻪ਥ⟵ Fallibilism ޔ߇႐┙ߩ⼂論ࠆߥ⇣ߩߤߥ

論ℂ⊛ߦᒁ߈߫ࠇࠃߦࡄࡐޕࠆ߁ࠇߐᏫ⚊ᴺ߮ࠃ߅Ⴚ⇇⸳ቯߩ㗴ߪ⼂論ࠆߌ߅ߦ㧞ߩߟᩮᧄ

ߩᧄⓂޔߕߓ論ߪߊߒߡߟߦࠄࠇߘߪߢߎߎޔ(Popper, 1935, 2002, pp.3-16)߇ࠆߢ㗴ߥ⊛

ਥᒛߩ┙⣉ὐޕߚߤߣߦߣߎߔ␜ࠍ 
 
 ὼ⑼学ᣇᴺ論ⷰ⥄ߩࠬࡒ
 ,Mises)(Mises, 1957, p.201, p.303)ޕࠆࠇࠄߌᓽઃ․ߡߞࠃߦᏫ⚊ᴺߪὼ⑼学⥄߫ࠇࠃߦࠬࡒ

1933, 1960, p.71)ޔ߫ࠇࠃߦࠬࡒ⥄ὼ⑼学ߡ߅ߦᏫ⚊ᴺ߇น⢻ޔߪߩߥታ㛎߇ⷰߩኤ㗴

ߥน⢻ౣޔߊߥߪߢߌߛ
㧚㧚㧚㧚㧚

㧔➅ࠅࠆ߈ߢߩߣߎߔ㧕ⷰኤ߽ࠍឭଏޕࠆߢߚࠆߔ 
 
ߩߡߴߔߩઁߩߘࠆߔឭଏࠍઙ᧦ߩห᭽ޔ߇ߩ߽ߚࠇߐኤⷰߦ⏕ᱜߢ৻ޔ学⠪߽⑼ࠆߥ߆

ޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔ

߽ⷰߡ߅ߦኤߦࠆࠇߐ㆑ޕߥࠊ⇼ࠍߣߎߥ
ޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔޔ

㨯㨯㨯ታ㛎ࠄ߆ᒁ߈ߚࠇߐ⚿論ߪห᭽ߩ㈩⟎

↢ߦ⊛ᔅὼߡ߅ߦࡊࠗ࠲ߩߡߴߔߩห᭽߇ߩ߽ߚߓ↢ߢ৻ޔߊߥߪߢߩߊߠၮߦߒࠅ➅ߩ

 (⠪╩ߪ⺞Mises, 1962, p.22,ᒝ)ޕࠆߡߠၮߦቯ߁ߣࠆߓ
 

ޕࠆߢਇนᰳߡߞߣߦ⸂ߩⷙೣᕈޔߪน⢻ᕈࠆࠍኤⷰࠆ߈ߢߩߣߎߔࠅ➅ߡ߅ߦὐⷰߩߎ

⥄ὼ⇇߇ၮᧄ⊛ߥሽ論ᒻᑼ߹ߪߚ⥄ὼߩ৻᭽ᕈߩ᭴ㅧߪࠬࡒޔࠄ߆ߣߎߔ␜ࠍᏫ⚊ᴺ߇⥄ὼ⑼

学ߡ߅ߦㆡ↪น⢻ࠍߣߎࠆߢାߩߎޕߚߡߓⷙೣᕈߩ೨ឭߪࠬࡒޔࠄ߆⥄ὼ⑼学ߩ᭴࿑ࠍ

⊒ዷߡߞ߇ߚߒߦࠬࡒޕࠆߖߐ⠨ޔ߫ࠇ߃⥄ὼ⑼学ߪએਅߥ߁ࠃߩ㗴ࠄ߆⊒ޕࠆߔ 
 

႐ᚲ㧷㧝ᤨߣ㑆㨀㧝ޔᚲਈߩ⁁ᴫ a,b,c,d…ޔߢᶧA ᶧBߣ ᶧC߇วᷙߩ  ޕߚࠇߐኤⷰ߇ߣߎࠆߥߦ
႐ᚲ㧷㧞ᤨߣ㑆㨀㧞ޔᚲਈߩ⁁ᴫ a,b,c,d… ޔߢᶧA ᶧBߣ ᶧC߇วᷙߩ  ޕߚࠇߐኤⷰ߇ߣߎࠆߥߦ
 
႐ᚲ㧷i ᴫ⁁ߩᚲਈޔ㑆㨀iᤨߣ a,b,c,d… ޔߢᶧA ᶧBߣ ᶧC߇วᷙߩ  ޕߚࠇߐኤⷰ߇ߣߎࠆߥߦ

 
 㗴㧦ߥ⊛෩ኒ᥉ㆉޔࠄ߆೨ឭࠆߔ᭴ᚑࠍㇱ৻ߩ経㛎ߩࠄࠇߎ

᧦ઙ a,b,c,d,߇ሽߪ߈ߣࠆߔᏱޔߦᶧA ᶧBߣ  ޕࠆߥߣᶧߪวᷙߩ
 
Ꮻ⚊ේℂߪ㗴ߩߎޔߦߚߩ論ℂ⊛論ࠆߔኻߦᏫ⚊⊛ផ論ޔߦ߁ࠃߚߒ೨ㅀߒ߆ߒޕࠆࠇ߆ዉ߇

⚊Ꮻߥᅷᒰ߇ࠬࡒߪࠇߎޕߥ߃ࠇ߆ዉߊߒᱜߦ⊛論ℂޔࠅ㒢ߥࠇߐᱜᒰ化ࠇߐઃടߦផ論߇

⊛ផ論ߩⷙೣᕈߩ೨ឭࠍᒝ⺞ࠆߔ㓙ޔߦᱜ߽ߊߒᜰ៰ߚߒὐߩߎޕࠆߢⷙೣᕈߩ೨ឭޔߪࠬࡒࠍ

ޔ߽ߡ߅ߦߡߴߔߩઁߩߘࠆߔឭଏࠍઙ᧦ߩห᭽ޔߚ߹ߪߩ߽ߚࠇߐኤⷰߦታ⏕ߢ⁁ᴫ৻ޟ

ⷰኤߦࠆࠇߐ㆑ޠޕߥ(Mises, ibid.) ߦ߁ࠃߩቯᑼ化ޕࠆߔㅀߩᏫ⚊⊛ផ論ޟߩࠬࡒߦⷙ

ೣᕈߩᩮᧄ㗴ࠍޠઃടޔࠅࠃߦߣߎࠆߔ෩ኒߥ᥉ㆉ㗴߇ᅷᒰߦᒁ߈ߡߞ߇ߚߒޕࠆࠇߐᏫ⚊⊛

ផ論ߪޔ߿ᰴޕࠆߥߦ߁ࠃߩ  
 

႐ᚲ㧷㧝ᤨߣ㑆㨀㧝ޔᚲਈߩ⁁ᴫ a,b,c,d…ޔߢᶧA ᶧBߣ ᶧC߇วᷙߩ  ޕߚࠇߐኤⷰ߇ߣߎࠆߥߦ
႐ᚲ㧷㧞ᤨߣ㑆㨀㧞ޔᚲਈߩ⁁ᴫ a,b,c,d… ޔߢᶧA ᶧBߣ ᶧC߇วᷙߩ  ޕߚࠇߐኤⷰ߇ߣߎࠆߥߦ
 
႐ᚲ㧷i ᴫ⁁ߩᚲਈޔ㑆㨀iᤨߣ a,b,c,d… ޔߢᶧA ᶧBߣ ᶧC߇วᷙߩ  ޕߚࠇߐኤⷰ߇ߣߎࠆߥߦ

 
ᩮᧄ⊛ߥⷙೣᕈߩ㗴㧔Ꮻ⚊ේℂ㧕㧦 
৻ߢᱜ⏕ⷰߦኤޔߪߩ߽ߚࠇߐห╬ߩ᧦ઙࠍਈߩߡߴߔߩઁߚࠇࠄ߃⁁ᴫⷰߢኤߦࠆࠇߐ㆑ޕߥ 



________________________________________________________________________ 
⚿論㧦᧦ઙ a,b,c,d… ߇ሽߪ߈ߣࠆߔᏱޔߦᶧA ᶧB߮ࠃ߅ ᶧCߪวᷙߩ  ޕࠆߥߣ

 
ߚࠆߔ⸂ࠍᏫ⚊㗴ߩߎޕߥߒ⸂ࠍᏫ⚊㗴ߪዉߥ⚐නߩᏫ⚊ේℂޔߦ߁ࠃߚߒ೨ㅀߒ߆ߒ

ߢᣇᴺߥㆡಾߦ⊛⼂論ޔࠍᩮᧄ㗴ߩⷙೣᕈߩᓐߪࠬࡒߦ
㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚

ᱜᒰ化ޔ߇ߚߞ߆ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ

߆ߪࠬࡒޔߪߢࠇߘޕࠆߢὐࠆߔ୯ߦ⋠ᵈߪߣߎߚߞ߆ߥࠊⴕࠍߺ⹜ߥ߁ࠃߩߘ߇ࠬࡒ

ߡߴㅀߦ߁ࠃߩએਅޔߡߟߦሽߩⷙೣᕈߪࠬࡒޕ߆߁ࠈߛߩߚߒቯᑼ化ࠍⷙೣᕈ㗴ߡߒߦ

 ޕࠆ
 
ቝቮߦ㑐ੱߩߡߴߔࠆߔ㑆ߩ⍮⼂ޔⷰߪ ኤน⢻ߥ⽎ߩㅪ⛯ㅪ㎮ߦⷙೣᕈ߇ሽ߁ߣࠆߔ⼂ࠍ

೨ឭߩߘޔߒߣ⼂ߦଐሽޕ߽ࠆߡߒ ޔN߫ࠄߥߚߞ߆ߥߒሽ߇ⷙೣᕈ߽ߒ ߣߎࠆߔត᳞ࠍೣ

 ,Mises)ޕࠆߢ論⚿ߩࠄ߆೨ឭߦᏱࠍ㗴ߩⷙೣᕈߥ⊛ᩮᧄޔߪᏫ⚊⊛ផ論ޕ߁ࠈߢή㚝ߪ
1962, pp.21-22) 

 
ว್ᢿ✚ߊឬࠍ⾰᭴ㅧ⊛ᕈߩ⇇߇ⷙೣᕈ㗴ޔߒ⸒ߦሽߩⷙೣᕈߡߞࠃߦ㗴ߩߎߪࠬࡒ

㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚

ߘࠆߔឭଏࠍઙ᧦ߩห᭽ޔߚ߹ߪߩ߽ߚࠇߐኤⷰߦ⏕ᱜߢ৻ޟ第৻ේℂߩᏫ⚊ᴺޔߡߒߣࠆߢ

ⷙೣߩߎߒ߆ߒޕࠆߔቯᑼ化ࠍ(.Mises, ibid)ޠߥ㆑ߦࠆࠇߐኤⷰޔ߽ߡ߅ߦߡߴߔߩઁߩ

ᕈ㗴ࠍᱜᒰ化ࠆߔߣ߁ࠃߒ⹜߇ߺᅷᒰޔߊߥߪߢή㒢ᓟㅌߦ㒱ߪߣߎࠆ⊕ߒߦ߆̆̆ޕࠆߢ

ࡒޔ߽ߡߒߦࠆߔήⷞࠍ㗴ߩ㧫ή㒢ᓟㅌ߆߁ࠈߛߩࠆ߁ࠇߐ┙⏕ߊߒᱜߪᏫ⚊ේℂߩㅀ第ੑߡ

ߣߎࠆߔሽ߇ᣇᴺࠆ߈ߢߩߣߎࠆߔ⸽ࠍℂᕈ⌀ߩߡߴߔේℂߩࠄࠇߘޔߦ⊛ේೣߪࠬ
㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚

ߥߐ␜ࠍ

ࠬࡒߩⷙೣᕈ㗴ޔࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚࠇߐߥߡߞࠃߦ⸒ߩ߳⾰᭴ㅧ⊛ᕈߩ⇇ޕߥࠄߥ߫ࠇߌ

Ꮻ⚊ේߩᰴర߳㜞ࠅࠃߪࠇߘޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐᜎุࠄ߆⼂論⊛ޔ߃ࠁࠇߘߪᱜᒰ化ߩ

ℂߩή㒢ᓟㅌ߁ߣ論ℂ⊛ᩮߩߢߎߎޕߥߪߢߌߛߚߩਥⷐߥὐޔߪ✚ว⊛ߥ㗴ࠆࠃߦ⇇
㧚㧚

ߣߎࠆߔ⸒ߦ⾰᭴ㅧ⊛ᕈߩ
㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚

ߣߥ߈ߢߪߣߎࠆߔ⸂ࠍᏫ⚊㗴ߦ⊛⼂論⊛論ℂޔߪߡߞࠃߦ

ߢߣߎ߁ߣߚߒᜬࠍ႐┙ߩ⟵Ꮻ⚊ਥ☴⚐ߡߒ㑐ߦᣇᴺߩὼ⑼学⥄ߪࠬࡒޔࠅߢߣߎ߁

 ޕࠆ
 

２）観察命題およびア・プリオリな総合判断としての行為カテゴリー 

 ᣇᴺ論⊛ੑర論ߩࠬࡒ
␠ߩᓐޔߡߞࠃߦߣߎࠆߔᛕ್ࠍ⼂論⊛┙႐ࠆߣ߇ઍ⠪ߩᱧผ学ᵷ࠷ࠗ࠼ࠆࠁࠊߪࠬࡒ

会⑼学ᣇᴺ論ࠍ⊒ޔ߫ࠇࠃߦࠬࡒޕࠆߖߐℂ論␠会⑼学ߩ⺖㗴ߪ෩ኒߦ᥉ㆉ⊛ߢ⛘ኻ⊛ߦ⏕ታ

ኻᾖߣᱧผᔨޟޕࠆߦߣߎࠆߔߦ߆ࠄࠍ㗴ߪߚ߹会ℂ論␠ࠆߢℂ⌀ߚࠇߐ⸽ߜࠊߥߔޔߥ

ޠޕߚ߈ߡࠇߐ⸂ℂߡߒߣߩ߽ࠍⷙೣᕈߥᅷᒰ߽ߡߟߦ᧪ห᭽ᧂߣㆊߦᏱߪᔨߩℂ論ޔߦ⊛

(Mises, 1933, 1960, p.20) ⷰߩࠬࡒὐޔߪࠄ߆⑼学⊛⍮⼂ߪ⸽ߚࠇߐ⍮⼂ޔࠅߢ⑼学ߩ⺖㗴

ޔߦ߁ࠃߚߒ೨ㅀޕࠆߦߣߎࠆߔឭଏࠍℂ論ߥታ⏕ߦኻ⛘ߜࠊߥߔޔℂ論ߚࠇߐ⸽߇ℂᕈ⌀ߩߘߪ

 ޕߚߡߓାࠍߣߎࠆ߁ߒߚḩߦ߆⏕ࠍ㗴⺖ߩߎߪߡ߅ߦὼ⑼学⥄߇Ꮻ⚊ᴺߪࠬࡒ
ⷙߜࠊߥߔޔ᭴ㅧߩὼ⊛⇇․⥄ߪߩ߽ࠆߖߐߦㆡ↪น⢻ߦὼ⑼学⥄ࠍᏫ⚊ᴺ߫ࠇࠃߦࠬࡒ

ೣᕈޕࠆߢ(Mises, 1962, pp.21-22) ⷰߩࠬࡒߒ߆ߒὐߡ߅ߦ␠会⊛⇇ߥ߁ࠃߩߘޔߪห᭽

⊛᥉ㆉߦ෩ኒߒߦ߆ࠄࠍห᭽ⷙೣᕈߣὼ⑼学⥄ߪ会⑼学␠߫ࠇࠃߦࠬࡒޕߥߐ␜ࠍⷙೣᕈߩ

ޔߕࠄ᜔߽ߦࠆߢ⊛෩ኒ᥉ㆉߪⷙೣᕈߥ⊛会␠ޔ(Mises, 1962, p.44)߇ࠆߢߩࠆߔ␜ឭࠍℂ論ߥ

⥄ὼ⑼学ߡ߅ߦឭ␜ߪࠬࡒޕࠆߢߩ߽ࠆߥ⇣ߊోߪߣࠇߘࠆࠇߐᰴߦ߁ࠃߩㅀޕࠆߡߴ 
(Mises, 1957, p.4)  
ὼ⑼学⥄ޔ߇߆ᐞੱߩઍ⠪ߩ学ᵷߩߎޔߪ↱ℂߚߖߐ⊑ࠍಽᨆߩᓐࠄ߆ᱧผ学ᵷᛕ್߇ࠬࡒ

 (Mises, 1960, pp.7-12) ޕࠆߢࠄ߆ߚ߃ᄌߒ⒖ߦࠇߘߩ会⑼学␠ߦ⚐නࠍ࿑ᑼߥ⊛⟵Ꮻ⚊ਥߊឬࠍ
ᣇ߽ߦ㕖ᅷᒰߪࠬࡒޔࠄ߆ሽ論⊛ᕁ⠨㧔ᓟㅀ㧕ࠆߔ㑐ߦ⇇ὼ⊛⥄ߣ⇇会⊛␠ߥ߁ࠃߩߘ

ᴺ論⊛ߥᕁ⠨ࠍឬޔߪࠬࡒߜࠊߥߔޕߊ経㛎ਥ⟵ߩߘߣ論ℂ⊛ᛛⴚߩߡߒߣᏫ⚊ᴺߩฎౖ⊛ㅪ⚿



␠ߦߚߩᱶ᭴ㅧ․ߩ⇇会⊛␠ޔᣇ৻ࠆߔᜬߡ߅ߦὼ⑼学⥄ࠍ႐┙ߩ⟵Ꮻ⚊ਥ☴⚐ߚߒㆡวߦ

会⑼学ߪవ㛎⊛ߥ⑼学㗔ၞࠍߣߎࠆߢਥᒛ߇ࠬࡒߒ߆ߒޕࠆߔ␠会⑼学ࠍవ㛎⊛ߥ⑼学㗔ၞߢ

↢߇߁ߣޔ߆߁ࠈߛߩࠆߡߒᗧࠍߪߦ⏕ᱜߪߣࠝࡊࠕޔ߫ࠇߢߩࠆߔਥᒛߣࠆ

ࠃ߅Ꮻ⚊ᴺ㗴߇ࡄࡐߪߢߎߎޔߦߚࠆߔಽᨆࠍ᭴ᗐߩ会⑼学␠ߥࠝࡊࠕߩࠬࡒޕࠆߓ

߮Ⴚ⇇⸳ቯ㗴ߩ࠻ࡦࠞࠆߔߣ߁ߎ⸂ࠍ⹜ߩ߳ߺᛕ್ߩਛߢ⸒ߚߒࠍዉޕࠆߔ 
 
 ߆ߪߣࠝࡊࠕ
ޔ̈ߣ̉ࠝࡊࠕߥ⊛ᔃℂߪߚ߹⊛ㆮવ̈ߪࡄࡐ ޕࠆߔߦ෩ኒࠍߣᅷᒰᕈ̉ߥࠝࡊࠕ

ޔੱߪࠝࡊࠕ⊛ᔃℂߪߚ߹⊛ㆮવ߫ࠇࠃߦࡄࡐ 㑆߇⇇ࠍ⍮ⷡࠍߣߎࠆߔน⢻ߦ⾰⾗ࠆߔߦ㑐

ㅪޔߒⵣಾߥࠇߒ߽߆ࠆࠇࠄᦼᓙߦࠝࡊࠕ߃ࠁࠇߘޔ߃ࠇߐ㉼⸂ߡߒߣᅷᒰ߃ߣߚޕߥߪߢ

ࠇߒ߽߆ࠆߡߞ⺋ߪᦼᓙߩߘޔ߇ߥࠇߒ߽߆ࠆߡߒᦼᓙࠍߣߎࠆࠇߐᗲ߈ߟࠇ߹↢ߪဌࠎ⿒߫

ℂ⌀ߩ㗴ޔߪᔨߩᅷᒰᕈ̉ߥࠝࡊࠕ̈ߦ⊛ኻᾖߪߣࠝࡊࠕ⊛ᔃℂ⊛ㆮવߒ߆ߒޕߥ

⹏ଔၮḰߦ㑐ㅪޕࠆߔ(Popper, 1972, pp.23-24) 
ߐᢿ್ߡߒ㑐ㅪߦၮḰߩߤ߇ℂଔ୯⌀ߩߘ߮ࠃ߅論ℂᒻᑼߩߘޔߪࡄࡐߡߞ߇ߚߒߦ࠻ࡦࠞߚ߹

ࠄߥࠆߔߡߞ߇ߚߒߦ論ℂᒻᑼߩߘࠍ㗴ޕࠆߔ⺑ࠍߣߎࠆࠇߐ߇㗴ޔߡߞࠃߦ߆ࠆࠇ

㗴ࠆࠇ߹ߦ⽎ኻ߇⺆ㅀޔߪಽᨆ⊛㗴ޕࠆ߁ࠇߐߦ㗴㧔್ᢿ㧕ߥ⊛ว✚߮ࠃ߅⊛ಽᨆޔ߫

߃ߣߚޕࠆߢ㗴ߥࠇ߹ߦ⽎ኻ߇⺆ㅀޔߪว⊛㗴✚ޕࠆߢ ޔߪޠ⊕ߪࡦࡢࠬߩߡߴߔޟ߫

⟵ቯߩߡߴߔߡߞ߇ߚߒޕࠆߢ⊛ಽᨆ߫ࠇߢߩࠆߡࠇ߹ߦޠࡦࡢࠬޟ⽎ኻ߇ޠߐ⊕ޟ߽ߒ߽

ࡢࠬߩߡߴߔޟ㗴ޔ߫ࠇߢߩߥߡࠇ߹ߦ⟵ቯߩࡦࡢࠬ߇ߣߎ⊕ߒ߆ߒޕࠆߢ⊛ಽᨆߪ

 ޕ㧕ࠆߡߴㅀࠍ߆ߡߟߦ⇇ߜࠊߥߔ㧔ࠆߢ⊛ว✚ߪޠ⊕ߪࡦ
ߥࠝ࠹ࠬࡐࠕߣࠝࡊࠕޔ߫ࠄߥࠆߔࠍ㗴ߡߞᓥߦၮḰࠆࠇߐᢿ್߇ℂଔ୯⌀ߚ߹

㗴ߦߥࠝ࠹ࠬࡐࠕޕࠆ߁ࠇߐ㗴ߩߘޔߪ㗴ߩ⌀னޔ߇経㛎⊛ၮ␆ߦၮߡߠቯࠆࠇߐ

㗴ࠆߢ(Popper, 1994, 㨜.11)ߥࠝࡊࠕޕ㗴ߩߘޔߪ⌀ன߇経㛎್ߦߒߥᢿࠍߣߎࠆࠇߐਥ

ᒛࠆߔ㗴ޔࠅߢ⌀ℂ⹏ଔቯߩၮḰޔߪవ㛎⊛ߣ߫ࠆࠇ㗔ၞߡߞߢ経㛎߃ࠁࠇߘޕߥߪߢ

ಽᨆ⊛㗴ߥࠝ࠹ࠬࡐࠕޔࠅߢ⌀ߦࠝࡊࠕߪ㗴߇✚ว⊛ߪߣߎࠆߢ⥄߆ߒޕࠆߢ

ၮߦၮḰߩ㗔ၞࠆࠇ߫ߣࠝࡊࠕ߇ℂଔ୯⌀ߩߘޔ߇ߥߪߢ⊛ಽᨆ̆̆ࠆߓ↢߇⇼ߢߎߎߒ

ࠈߛࠆߔሽ߇ว್ᢿ✚ߥ⌀ߦࠝࡊࠕޔ߫ࠇߔ⸒㧫឵߆߁ࠈߛࠆߔሽ߇㗴ࠆࠇߐቯߡߠ

 㧫(Popper, 1972, p.92.)߆߁
 
ㅀߩ᭴࿑ߪࠬࡒޔࠄ߆␠会⑼学߇వ㛎⊛ߥ⑼学㗔ၞޔߦߚߔ␜ࠍߣߎࠆߢ㧟ߩߟㆬᛯ⢇

ࠝࡊࠕߥ⊛ㆮવߪߚ߹⊛ᔃℂ߇会⑼学␠ߪࠬࡒޔߦ৻γ㧕第ޕࠆࠇ߆ዉ߇ߣߎߚߡߒࠍ

ᅷߦࠝࡊࠕ߇会⑼学␠ߪࠬࡒޔߦδ㧕第ੑޕߚߡߒᗧࠍߣߎࠆߔ␜ឭࠍℂ論ߚߒ㑐ㅪߦ

ᒰߥℂ論ࠍឭ␜ࠍߣߎࠆߔᗧߜࠊߥߔޕߚߡߒ␠会⑼学ߩℂ論ߪ✚ว⊛ࠝࡊࠕߟ߆ޔࠅߢ

ߔℂ論̆̆ࠆߢ⟵ቯ߇会⑼学␠ߊࠄߘ߅ߪࠬࡒޔߦε㧕第ਃޕߚߡߒᗧࠍߣߎࠆߢ⌀ߦ

 ޕߚߡ߃⠨ߣࠆߔ␜ឭࠍℂ論̆̆ߥ⌀ߦࠝࡊࠕߊߥ߁⇼ޔࠅߢ⊛ಽᨆߜࠊߥ
第৻ߩน⢻ᕈ߇ࠬࡒޔߡߟߦᓐߩਥᒛࠍᔃℂ⊛㧔߹ߪߚㆮવ⊛ߥ㧕ߦࠝࡊࠕ⸒ߎࠆߔ

߇ᓐޔߦߚࠆߔߣ学㗔ၞ⑼ߥ⊛వ㛎ࠍ会⑼学␠ߪࠬࡒޕࠆߔ⸛ᬌࠍ߆ߚ߃ߒᱜᒰ化ߡߞࠃߦߣ

ߖߐዷ㐿߫ߒ߫ߒࠍ論⼏ࠆߔ⸒ߦࠝࡊࠕߥ⊛ᔃℂߪߚ߹⊛ㆮવޔߔߥߣᅷᒰᕈߥࠝࡊࠕ

น⢻ࠍ経㛎ޔߥ⊛♖ߩ⒳ࠆ߱ߣޠࠧ࠹ࠞޟ߇ᓐ߽߃ߐߦ‛േߪࠆ㑆ੱߪࠬࡒޕࠆ

ߥ⊛ㆮવ⊛ᔃℂߩߘ߇‛↢ޔࠅ߅ߡߓାࠍߣߎࠆߡࠇࠄ߃ਈ߇ࠝࡊࠕ⊛ᔃℂ⊛ㆮવࠆߔߦ

ߚߞᱷ߈↢ޔߦߚࠆߡߒߺ↢ࠍ࡞࠺ࡕߒᱜߩ⇇ޔ߇㧕ࠝࡊࠕߪߚ߹㧔⾰⾗ࠧ࠹ࠞ
㧚㧚㧚㧚㧚

 ޕࠆߔ⺞ᒝࠍߣߎ
 
ᡆૃផߚ߅ࠍ␆ၮߦࠄࠇߘޔࠄ߆ߚߞ߆ߥߡߒㆡวߦઙ᧦ߩታߪࠧ࠹ᡆૃࠞߥ߁ࠃߩߎ

ℂߦၮߊߠⴕേߪᔅߕᄬᢌߦࠇߘޔߒᓥߪߦߩ߽ߚߞᖤᗌߥ⚿ᨐޕߚߒࠄߚ߽ࠍᱜޔࠧ࠹ࠞߒ

ߒߦࠧ࠹ࠞߟ┙ߦᓎޔ߫ࠇ↪ࠍᔨߩࡓ࠭ࠖ࠹ࡑࠣࡊ߃ࠁࠇߘޔߚߒ⥌৻ߣታߜࠊߥߔ

  (Mises, 1962, p.15)ޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆᱷ߈↢ޔ߇ߌߛ集࿅ࠆߥࠄ߆ᚑຬߚߒⴕὑߡߞ߇ߚ



 
ߐ┙⏕ߪᅷᒰᕈߥࠝࡊࠕޔߪߡߞࠃߦࠝࡊࠕߥ⊛学‛↢ߪߚ߹ޔ⊛ᔃℂߥ߁ࠃߩߎߒ߆ߒ

ဌࠎ⿒ޔߪࠝࡊࠕ⊛ᔃℂ߮ࠃ߅⊛ㆮવߜࠊߥߔ̆̆⾰⾗⊛ᔃℂ߮ࠃ߅⊛ㆮવߩဌࠎ⿒ޕߥ߃ࠇ

ߢ⇛ᚢߥലߪߢᴫ⁁ߩㅢᏱߪࠇߎߒ߆ߒޕߥࠇߒ߽߆ࠆߌะߦ߁ࠃࠆߔᦼᓙࠍߣߎࠆࠇߐᗲߦ

㑆㆑ߥ⊛⥌ޔ߫ࠄߥࠆߢఝ߇ᴫ⁁ߥߒ⥌৻ߣߺ⚵ᨒߩࠧ࠹ࠞߚࠇࠄ߃ਈ߽ߒ߽ޔ߇ࠆ

ߜࠊߥߔޔਥᒛߩᅷᒰᕈߥࠝࡊࠕߪࠝࡊࠕ⊛ᔃℂ߮ࠃ߅⊛ㆮવޕࠆߢߩ߽ࠆ߁ߒ⚿Ꮻߦ

ᦼᓙ߹ߪߚℂ論ߩߡߴߔ߇⁁ᴫਅߢ㧔ᔅὼ⊛ߦ㧕ᅷᒰߒ┙⏕ࠍߣߎࠆߢᓧߪࠄࠇߘޕߥ経㛎⊛ߥ

⼏論ߩࠬࡒޔࠅߢ⇇ߩᱜࠍ࡞࠺ࡕߒឭଏࠍ⾰⾗ߥ⊛ࠧ࠹ࠞࠆߔᜬߚߞ⒳߈↢߇ߌߛᱷ

 ޕࠆߢห⺆ᓳߪታޔߪਥᒛ߁ߣߚߞ
ℂߥ⊛ᔃℂ߇会⑼学␠ߪ⟵ᣇᴺ論⊛ੱਥޔࠅߢᠩ⼔⠪ᒝߩ⟵ᣇᴺ論⊛ੱਥߪࠬࡒߚ߹

論ࠍߣߎߥߢਥᒛޕࠆߔᣇᴺ論⊛ੱਥ⟵ޔ߫ࠇࠃߦ␠会⑼学ߩ⺖㗴ߪߩੱޘᗧ࿑⊛ⴕὑߩ⋧

↪ޔࠆࠃߦᗧ࿑ࠆߑࠇߐ⚿ᨐߩߡߒߣ␠会⊛ታ߮ࠃ߅ㆊ⒟ࠍ⺑ߡߞ߇ߚߒޔࠅߢߣߎࠆߔ␠

会⑼学ߩ⺖㗴ߪ㕖̆ᔃℂ⊛ߥ⺑ࠍឭଏޕࠆߦߣߎࠆߔ (Mises, 1933, 1960, pp.152-155.) ߡߒߘ

ߢ学㗔ၞߩ⥄⁛ޔߥ߽ߢ論ℂ学߿ᢙ学ߚ߹ޔὼ⑼学⥄߿ᔃℂ学ߪ会⑼学␠ޔ߫ࠇࠃߦࠬࡒ

ࡊࠕ⊛ᔃℂߪߚ߹⊛ㆮવࠍࠝࡊࠕ߇ࠬࡒ (Mises, 1962, p.4)(Mises, 1957, pp.26-28)ޕࠆ

ࠆߢߩ㧕߽ߥ⊛学‛↢ߪㆮવ⊛㧔ᚗߪߚ߹⊛ᔃℂߪℂ論ߩ会⑼学␠ޔ߫ࠄߥࠆߔ㉼⸂ߡߒߣࠝ

ࡊࠕߥ⊛ㆮવߪߚ߹⊛ᔃℂߦ߆⏕ޔߡߒ㓙ߦࠆߔਥᒛߣࠆߢࠝࡊࠕ߇会⑼学␠ߪࠬࡒޔ߇

ਥߣࠆߢ学㗔ၞ⑼ߥ⊛వ㛎ߟ߆⥄⁛߇会⑼学␠ߩࠬࡒߡߞ߇ߚߒޕߥߪߡߒᗧࠍࠝ

ᒛޔߦ߈ߣࠆࠇߐ第ੑޔ第ਃߩㆬᛯ⢇߇⠨ᘦޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐ 
 
 ࠫࡠࠝࠪࠢࡊߩߡߒߣว್ᢿ✚ߥࠝࡊࠕ
ᧄⓂࠍ̉ࠝࡊࠕ̈ߩࠬࡒߦߓߪߪߢ೨ㅀ第ੑߩน⢻ᕈߥࠝࡊࠕࠆߢ✚ว್ᢿߣ

ࠬࡒࠍ⸂߁ߣࠆߢ⌀ߦࠝࡊࠕߟ߆ߢ⊛ว✚߇会⑼学ℂ論␠ߜࠊߥߔޔߡ߅ߦᗧ߁

第)ߚߒ㉼⸂ޔߡߒߣߚߡߒ߇ 2㨯3 ࠍ会⑼学␠߇ࠬࡒߜࠊߥߔޔน⢻ᕈߩᓟ第ਃߩߘޕ(▵

ቯ⟵ߡߒߣ⠨ࠍ߆ุ߆ߚߡ߃ᬌ⸛ࠆߔ㧔第 4 ▵ෳᾖ㧕ޕ 
ਥࠍߣߎࠆߔ㑐ㅪߦ↪ߩ⇇会⊛␠ߩታߚ߹ޔࠅߢᅷᒰߦࠝࡊࠕ߇会⑼学␠ߪࠬࡒ

ᒛޕࠆߔ 
 
ߪࠇߘޕࠆࠇߐ➈Ṷߡߞࠃߦ論ℂ⊛ផ論ߩࠄ߆ࠧ࠹ⴕὑࠞޔߪ㗴ߩߡߴߔߩࠫࡠࠝࠪࠢࡊ

ߦ⊛㨯㨯㨯論ℂޕࠆߡߒࠍታᕈ⏕ߥ⊛ኻ⛘ޔࠆࠃߦ論ℂ⊛ផ論ߚߒ⊑ࠄ߆ࠧ࠹ࠞߥࠝࡊࠕ

ᱜߒផ論ߡߞࠃߦᒁ߈ߩࠫࡠࠝࠪࠢࡊߩߡߴߔߚࠇߐ⚿論ޔߪታߦࠍߣߎࠆߡ߈෩ኒ
㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚

ࠆߔคㅀߦ
㧚㧚㧚㧚㧚

 (⠪╩ߪ⺞Mises, 1962, pp.44-45, ᒝ)ޕ
 

ߘߪߚ߹ޔߣߎࠆߢน⢻߇ว್ᢿ̉✚ߥࠝࡊࠕ̈ߪࠬࡒޔߪߦߚࠆߔᱜᒰ化ࠍਥᒛߩߎ

学⑼ߥࠝࡊࠕ߇会⑼学␠ޔߡߞࠃߦ␜ឭߩว್ᢿ✚ߥࠝࡊࠕޕࠆ߇ᔅⷐࠆߔ␜ឭࠍᣇᴺߩ

 ޕ߁ࠈߢࠆ߁ࠇߐᱜᒰ化ߦචಽޔߪਥᒛߩࠬࡒߩߣࠆߢ
␠会⑼学ߥࠝࡊࠕ߇✚ว್ᢿࠆߢℂ論ࠍឭ␜ޔࠆߔవ㛎⊛⑼学ߩࠬࡒ߁ߣࠆߢਥᒛ

2ޔߡߒ㑐ㅪߦ ߔⴕὑߪ㑆ੱߩߡߴߔޟߪ会⑼学␠߫ࠇࠃߦࠬࡒޕࠆ߁ߒࠍ࠴ࡠࡊࠕߩߟ

ߪ㗴ߩߡߴߔߩ会⑼学␠ࠄ߆ࠧ࠹ⴕὑࠞߩߎޔߒ⊑ࠄ߆ࠧ࠹ⓥᭂࠞࠆߔ⸒ߦߣߎޠࠆ

ዉߩߎߒ߆ߒޕࠆࠇ߆ⴕὑࠞࠆߥ⇣ߪࠧ࠹ 2 ⴕὑࠞߦ৻第ޔߜࠊߥߔޕࠆ߁ࠇߐ㉼⸂ߢᣇߩߟ

δ㧕ߦ第ੑߚ߹ޔ߃ࠇߐ㉼⸂ߡߒߣᨐ⚿ߩౝⷰߪߚ߹ޔ⚂集ߩ㗴ߚឬࠍγ㧕ⷰኤߪࠧ࠹

␠会⊛⇇ߩၮᧄ⊛ߥሽ論⊛᭴ㅧࠍឬߊ㗴ߩࠬࡒߦߓߪޕࠆ߁ࠇߐ㉼⸂߽ߡߒߣⴕὑࠞ࠹

γ㧕ⷰޔࠍࠧ ኤࠍឬߊ㗴ߩ集⚂߹ߪߚౝⷰߩ⚿ᨐޕߚߒ㉼⸂ߡߒߣ㧔δ㧕ߡߟߦ㉼⸂ߩ

 ᰴ▵ෳᾖ㧕ޔߪ
ⴕὑࠞࠍ㉼⸂ࠧ࠹ᚲਈߡߒߦ߆߇ࠬࡒޔߡߒߣ✚ว⊛ߦࠝࡊࠕߟ߆ᅷᒰߥ㗴ߩน

⢻ᕈ߇ޔ߆߁ࠈߛߩߚ߃ߒ␜ࠍ㗴ⷰޔ߫ࠇࠃߦࠬࡒޕ߁ࠈߥߣኤߣౝⷰߪੱ߇ᗧ⼂⊛ߦ⁁ᴫ

ኤⷰ߇会⑼学␠ޔߪࠬࡒࠄ߆ᕁ⠨ߩߎޕࠆߔໂ␜ࠍߣߎ߁ⴕࠍㆬᛯߢ㑆ߩ⊛⋠ࠆߥ⇣ޔߒଔ⹏ࠍ



ߩࠫࡠࠝࠪࠢࡊޟޕࠆߔᒻᚑࠍὐⷰ߁ߣࠆߔ⊑ߦ߽ߣߣ㗴ߊឬࠍᨐ⚿ߩౝⷰ߮ࠃ߅

⊒ὐߪ⥄ߩ⌀ℂࠆߢ
㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚

ⴕὑߩ⼂ߜࠊߥߔޔᗧ⼂⊛ࠍ⊛⋠ߦ㆐ᚑࠆߔߣ߁ࠃߒታߩ⼂ޠޕࠆߢ

(Mises, 1962, pp.5-6, ᒝ⺞ߪ╩⠪) ߩࠄࠇߎ㗴ߩߘޔߪ৻⥸化ߡߞࠃߦ␠会⊛ⷙೣᕈ߇ዉޔࠆࠇ߆

経㛎⊛ၮ␆ࠍ᭴ᚑߩࠄࠇߎޔߚ߹ߪࠬࡒޕࠆߔ㗴߇␠会⊛⇇ࠆߌ߅ߦ経㛎ࠍ᭴ᚑߣࠆߔㅀߴ

 ޕࠆࠇߐߦ߁ࠃߩᰴޔ߫߃ߣߚߪ㗴ߥ߁ࠃߩߘޕࠆߡ
 
ᤨ㑆 k1/t1ޔߡ߅ߦ⁁ᴫ a,b,c,d,…ߩਅߢⴕὑࠆߔ㧔ᗧ⼂⊛ࠍ⊛⋠ߦ㆐ᚑߣ߁ࠃߒ⹜ࠆߺ㧕ੱ㑆߇ሽޕࠆߔ 
ᤨ㑆 k2/t2ޔߡ߅ߦ⁁ᴫ a,b,c,d,…ߩਅߢⴕὑࠆߔ㧔ᗧ⼂⊛ࠍ⊛⋠ߦ㆐ᚑߣ߁ࠃߒ⹜ࠆߺ㧕ੱ㑆߇ሽޕࠆߔ 
ᤨ㑆 k3/t3ޔߡ߅ߦ⁁ᴫ a,b,c,d,…ߩਅߢⴕὑࠆߔ㧔ᗧ⼂⊛ࠍ⊛⋠ߦ㆐ᚑߣ߁ࠃߒ⹜ࠆߺ㧕ੱ㑆߇ሽޕࠆߔ 
 

ߡߒߪ㗴ߥ⊛᥉ㆉߦ෩ኒߪࠄ߆㗴ߥ߁ࠃߩߎޔࠄ߆論⼏ߩߡߟߦᏫ⚊㗴ߩ▵೨ߒ߆ߒ

ዉੱߩߡߴߔޟޕߥ߃ࠇ߆㑆ߪⴕὑ߁ߣޠࠆߔ෩ኒ᥉ㆉ⊛ߥ㗴ࠍផ論ߪࠬࡒޔߦߚࠆߔ

⥄ὼ⑼学ߩᣇᴺߡߟߦ⼏論ߦ߈ߣߚߒឭ␜ߣߩ߽ߚࠇߐห᭽ߩᏫ⚊ේℂࠍዉࠆߔᔅⷐޕߚߞ߇ 
ߺߩ㑆ⴕὑੱޔߚࠆߔ೨ឭࠍߣߎࠆߔ⼂ࠍ࿃ᨐ㑐ଥߩ᧪߇㑆ੱߪⴕὑޔ߫ࠇࠃߦࠬࡒ

 ޕࠆ߁ߒࠄߚ߽ࠍ⼂⍮ߥታ⏕ࠆߔቯࠍ࿃ᨐᓞࠆߌ߅ߦ会⑼学␠߇
 

㨯㨯㨯ੱ߇ⴕὑߪੱޔߪߦߚࠆߔ᧪ޔㆊ⒟ߪߚ߹ޔ㗴⁁ᴫߩ㑆ߩ࿃ᨐ⊛㑐ଥࠍ⍮߫ࠇߌߥࠄ

ޕੱߥࠄߥ 㑆ߩߎ߇㑐ଥࠍ⍮ࠆ㒢ޔੱߺߩߡ߅ߦࠅ ߎ߁ⴕࠍⴕὑࠆߔ㆐ᚑࠍ⊛⋠ࠆ᳞߇ᓐߪ

ߦ⏕ᱜ߇㑆ੱߩߎ㨯㨯㨯ޕࠆ߈ߢ߇ߣ
㧚㧚㧚

⍮ⷡ߁ߣߚ߈ߡߒ⸽
㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚

ߞࠃߦ⼂⍮ߩߎߪ࿃ᨐ㑐ଥޔߦߚߩ

ޕࠆߢߩࠆࠇߐⷙቯޔߺߩߡߞࠃߦታ߁ߣࠆߔ⚿Ꮻߦᨐ⚿ߚࠇߐᦼᓙ߇ⴕὑߚࠇ߆ዉߡ

(Mises, 1949, 1998, p.23, ᒝ⺞ߪ╩⠪ࠆࠃߦ) 
 
ㅢࠍ⽎ኻߪߚ߹経㛎̉ߩᄖㇱ̈ߜࠊߥߔޕࠆߖߐዷ⊑ࠍ᭴ᗐߩ⼂学⊛⍮⑼ޔߪࠬࡒࠄ߆ὐⷰߩߎ

߈ߴࠆࠇߐឭଏߡߓㅢࠍࠇߘ̉ߩౝㇱ̈ߪ⼂会⑼学⊛⍮␠ޔߒኻߦ⼂ὼ⑼学⊛⍮⥄ࠆ߁ࠇߐᓧ₪ߡߒ

経ߣℂᕈޟޕࠆߢࠄ߆ߔࠄߚ߽ࠍ⼂⍮ߥታ⏕ࠆߌ߅ߦ会⑼学␠߇ߺߩౝⷰࠄߥޕࠆߔߣࠆߢ

㛎ߩߟੑߦੱߪಽߚࠇߐ㗔ၞߜࠊߥߔޕߔ␜ࠍ‛ℂޔ化学ޔ↢ℂ学⊛ߥ⽎ߩᄖ⊛ external ⇇

ߥ⊛ౝߩⴕὑߔᜰ⋠ࠍ⊛⋠߮ࠃ߅ޔଔ୯್ᢿޔᗵᖱޔᕁ⠨ޔߣ internal ⇇ޠޕࠆߢ (Mises, 1949, 
1998, p.18) ߩࠄࠇߎ⼏論ⷰޔߪࠬࡒࠄ߆ኤߣౝⷰߩ⚿ᨐࠍឬߊ㗴߳ⷙೣᕈߩᩮᧄ㗴ޟ৻

ߢᱜ⏕ⷰߦኤޔߚ߹ߪߩ߽ߚࠇߐห᭽ߩ᧦ઙࠍឭଏߩߡߴߔߩઁߩߘࠆߔⷰޔ߽ߡ߅ߦኤߐ

ޠࠆߔⴕὑߪ㑆ੱߩߡߴߔޟߪߚ߹෩ኒ᥉ㆉ㗴ޔߢߣߎࠆߔઃടࠍ (.Mises, ibid)ޠߥ㆑ߦࠆࠇ

Ꮻ⚊⊛ផߪࠧ࠹ⴕὑࠞޔߡ߅ߦᗧߩߎޕࠆߔߣน⢻ࠍߣߎߊዉߦᅷᒰࠍ会⊛ⷙೣᕈ␠߁ߣ

論ߩ⚿ᨐޕࠆߢ 
 
ⷙೣᕈߩ೨ឭߩᅷᒰᕈ 
Ꮻ⚊ේℂ߇ࠬࡒޔߪᅷᒰᕈߩࠧ࠹ⴕὑࠞ߁ߣޠࠆߔⴕὑߪ㑆ੱߩߡߴߔޟߦ߆ࠄ߇ߛ

৻第ߪࠬࡒޔߦߚࠆߔᱜᒰ化ࠍᅷᒰᕈߩ೨ឭߩߎޕࠆߡߒଐߦ೨ឭߩⷙೣᕈߚ↪ߡߒߣ

ࠄ߃⠨߆ߒߦ߁ࠃߩߘߪ㑆ੱޔߚࠆߡࠇߐ᭴ᚑߢᣇᴺߥ߁ࠃߩߘ߇㑆♖ੱߦห᭽ߣࠟࡦࡔߦ

⌀߁㆑㘩ߣࠇߘߪߚ߹ቯุߩߘޔߪᓽ․ߩ⍮⼂․ߥࠝࡊࠕ㨯㨯㨯ޟޕߚߒߣ߁ߘ␜ࠍߣߎߥࠇ

ℂࠍ⠨ޠޕࠆߢߣߎ߁ߣߥ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃(Mises, 1962, p.18) ߩߎ߇ߛ⼏論ߪㆮવ⊛ᔃℂ⊛

ߩ㑆ੱޕߥ߃ࠇߐᱜᒰ化ߡߒߣߩ߽ߥᅷᒰߦࠝࡊࠕߟ߆⊛ว✚ޔࠅ߅ߡߒ㑐ㅪߦࠝࡊࠕߥ

♖⊛⾗⾰߇ⷙೣᕈේℂߡߞࠃߦਥᒛߦ߁ࠃߚࠇߐ⠨ࠍࠆߑ߃ᓧߩߘޔߕࠄ᜔߽ߦߥේℂߦၮߠ

ߐ᭴ᚑߦ߁ࠃߥߒሽߊߚߞ߹߇ᴫ⁁ߩห᭽߇⇇߫߃ߣߚޕߥࠇߒ߽߆ࠆߡߞ㑆㆑ߪℂ論ߚ

ࠆߺ⹜ߣ߁ࠃߒߦ߆ࠄࠍࠄࠇߘߛ߹ߪੱޔ߽ߡߒߣߥ߈ߢᕁ⠨ߦએᄖࠇߘ߇♖ߦߚࠆߡࠇ

 ޕߥࠇߒ߽߆
ߦߚߔ␜ࠍ೨ឭ㧕ߩⷙೣᕈߥᅷᒰߦࠝࡊࠕߪߚ߹ว್ᢿ㧔✚ߥࠝࡊࠕ߇ࠬࡒߒ߆ߒ

ណޔߚ߃ࠅ第ੑߩᕁ⠨ᴺ߇ሽߩ࠻ࡦࠞࠍࠇߎߪࠬࡒޕࠆߔ⥄ὼ⑼学ߩ᭴ᗐ߳ะࡄࡐޕߚߡߌ

ࠍ೨ឭߩⷙೣᕈߦห᭽ޔߦߚࠆߔᱜᒰ化ࠍ෩ኒ᥉ㆉ㗴ߟߟߒฃኈࠍ㗴ޔߦ߁ࠃߚߓ論߇



ㆡ↪ߥࠝࡊࠕߪ࠻ࡦࠞߢߣߎࠆߔ✚ว್ᢿ߇น⢻࠻ࡦࠞߪࠬࡒޕߚߒߣ߁ߘ␜ࠍߣߎࠆߢ

ߣߎࠆߢน⢻߇ว್ᢿ✚ߥࠝࡊࠕߡ߅ߦ会⑼学␠ޔห᭽ߣߚߞߢ߁ߘߡߟߦὼ⑼学⥄߇
㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚

ߕࠊ⇼ࠍ
㧚㧚㧚㧚

↪ޔߊߥߪߢߩࠆߔ⊑ࠍᣇᴺߒᣂޟߦ⊛ၮᧄࠍ論⼏ߩ⼂論⊛ᱜᒰ化ߩ会⑼学␠ޔ

  ޕߚߺ⹜ߣ߁߅ⴕߡߞࠃߦߣߎ(Mises, 1933, 1960, p.17)ޠࠆߌᓽઃ․ߦ⏕ᱜࠍᣇᴺࠆߡࠇࠄ
චߦ♖ߩ㑆ੱࠆࠁࠄޟߪࠧ࠹ࠞ߁ߣޠ㑆ੱࠆߔⴕὑޔߒㅊ᳞ࠍ⊛⋠ޟ߫ࠇࠃߦࠬࡒ

ಽߟ߆⊕߽߆ߒޔߦᔅὼ⊛ߦሽࠆߔ⥄ߩ㗴ޠ㧔Mises, 1962, pp.44-45, ᒝ⺞ߪ╩⠪㧕ޕࠆߢ

એߩ೨ឭߪࠬࡒޔߡߞ߇ߚߒߦᰴߦ߁ࠃߩ⼏論ޕࠆߔ␠会⑼学ߡ߅ߦ経㛎߇ሽࠆߔ㧔߹ߚ

ሽ߇㗴ߊឬࠍᨐ⚿ߩౝⷰߪߚ߹ኤⷰࠄߥߗߥޕߥ߇ߩ⇼ߪߣߎ㧕ࠆߢน⢻߇経㛎ߪ

ߪࠬࡒߚ߹ޕࠆߢࠄ߆ࠆߔหᤨⷰޔߦኤ߹ߪߚౝⷰࠆࠃߦ経㛎ߩ⚿ᨐ߇ሽޔߺߩ߈ߣࠆߔ

ߪⷙೣᕈ㗴ߩࠬࡒߡߞ߇ߚߒޕࠆߔ⺞ᒝࠍߣߎࠆࠇߐฃኈ߇㗴ߩⷙೣᕈߥᅷᒰߦࠝࡊࠕ

એਅߥ߁ࠃߩផ論ߡߞࠃߦቯᑼ化ޕࠆࠇߐ 
 

೨ឭ㧦␠会⑼学ߡ߅ߦ経㛎߇ሽࠆߔ㧔経㛎߇น⢻ࠆߢ㧕ޕ 
␠会⑼学ߡ߅ߦ経㛎߇ሽࠆߔ㧔น⢻ࠆߢ㧕ޔ߫ࠄߥ␠会⊛ⷙೣᕈ߇ሽޕࠆߔ 
⚿論㧦␠会⊛ⷙೣᕈ߹ߪߚᴺೣ߇ሽޕࠆߔ 

 
ห᭽ޔߚ߹ߪߩ߽ߚࠇߐኤⷰߦ⏕ᱜߢ৻ޟ೨ឭߩⷙೣᕈߪࠬࡒޔߡߞࠃߦᣇᴺߥ߁ࠃߩߎ

ߚߺ⹜ߣ߁ࠃߒᱜᒰ化ࠍ (.Mises, ibid)ޠߥ㆑ߦߔࠅ➅߽ߡ߅ߦߩઁࠆߔ␜ឭࠍઙ᧦ߩ

ߣߎߔ␜ࠍߣߎࠆߢ⌀ߦࠝࡊࠕ߇㗴ߩߎޔߪߣߎߔ␜ࠍሽߩⷙೣᕈߒ߆ߒޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣ

ߢ⌀ߦࠝࡊࠕ߇ⷙೣᕈේℂޔߪߦߚߔ␜ࠍߣߎࠆߢ学㗔ၞ⑼ߥ⊛వ㛎߇会⑼学␠ޕߥߪߢ
㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚

ޕࠆ߇ᔅⷐߔ␜ࠍߣߎࠆ
㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚

ߔ㧕ሽߦ⊛㧔ᔅὼᕈߢᴫਅ⁁ߩߡߴߔ߇ⷙೣᕈޔߪࠬࡒߜࠊߥߔ

ዉࠍ⸒߁ߣޠࠆߔሽ߇ᴺೣߪߚ߹会⊛ⷙೣᕈ␠ߢᴫਅ⁁ߩߡߴߔޟޕߚߞ߇ᔅⷐߔ␜ࠍߣߎࠆ

ߦޠ㧕ࠆߢ㧔น⢻ࠆߔሽߢᴫਅ⁁ߩߡߴߔ߇経㛎ࠆߌ߅ߦ会⑼学␠ޟߪ೨ឭߩផ論ߩ⸤ޔߪߦߊ

ᄌᦝߩߎߒ߆ߒޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇࠄߖߐ㗴ߪห᭽ߦࠝࡊࠕߦᅷᒰߥ㗴ߺߩߡߞࠃߦ
㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚

ᱜᒰ

化ޔߚࠆ߁ࠇߐ⚿ዪࠈߎߣߩή㒢ᓟㅌߦᏫ⚿ߩߡߴߔޟߚ߹ޕࠆߔ⁁ᴫਅߢ␠会⑼学ࠆߌ߅ߦ経㛎

⌀ߦࠝࡊࠕߢ⊛ว✚ߡߞ߇ߚߒޕࠆߢ࿎㔍ߦ㕖Ᏹߪߣߎࠆߔ⸂ℂࠍࠈߎߣࠆߔᗧ߇ޠน⢻߇

ߥ̈ ␠会⊛ⷙೣᕈ ޔߜࠊߥߔޔ⊛⋠ߩࠬࡒޔߪ論⼏ߩߢ߹ࠇߎߩࠬࡒߚߺ⹜ߣ߁ࠃߒ␜ឭࠍ̉

論⚿߁ߣޔߥᓧߒ㆐ᚑߦ⊛ၮᧄࠍ⊛⋠߁ߣࠆߔᱜᒰ化ࠍ会⑼学␠ߥ⌀ߦ⊛ว✚ߟ߆ࠝࡊࠕ

 ޕࠆߔ㆐ߦ
ᕁߩ⼂論⊛ᱜᒰ化ߩߎ߇ࠬࡒޔߡߒߣࠆߔ⇐ࠍߣߎ߁ࠍᅷᒰᕈߩ論⼏ߩࠬࡒߒ߆ߒ

⠨ᴺ㧔ⷙೣᕈේℂߩㆡ↪㧕ࠍណ↪߇ޔ߆ߚߒ㗴ߩࠬࡒߦ߆⏕ޕࠆߥߣ⪺ߩਛߢ▵ߩߎޔߪߦ

╩⠪߇ឭ␜ߥ߁ࠃߚߒ⼏論ࠍᄙᢙߥ߁ࠃߩߎߒ߆ߒޕࠆ߈ߢ߇ߣߎߔ⼏論ߩࠬࡒ߇ᗧ࿑ߣ৻

ㆡߩⷙೣᕈේℂߩὼ⑼学߳⥄ߪࠬࡒޕࠆߢਇ⍎ޔߪߡߟߦὐ߁ߣ߆ߚߞߢߩ߽ࠆߔ⥌

ᒝࠍਇน⢻ᕈߩߣߎࠆߔ᭴ᚑࠍ␆経㛎⊛ၮߦ߁ࠃߩὼ⑼学⥄߇会⑼学␠ޔᣇ৻ࠆߢᔀ৻ߡߟߦ↪

ⷰߩห᭽ޔߚࠆ߇ߣߎࠆߔⴕὑߡߞߥ⇣ߊߚߞ߹ߢᴫ⁁ߩห᭽ߪੱ߫ࠇࠃߦࠬࡒޕࠆߔ⺞

ኤࠍឬౕߊᢙߩ㗴ࠍ集ߪߣߎࠆਇน⢻ߪੱޟޕࠆߢหߓೝỗߦኻࠆߥ⇣ߡߒᣇᴺߢᔕޔߒ

ߔᔕߢᣇᴺࠆߥ⇣ߪߣ⥰ࠆᝄߩᓟߩߘߪߊߒ߽ߩએ೨ߩᓐޔߦ⍍㑆ࠆߥ⇣ߩ㑆ᤨ߇㑆ੱߓหߚ߹

 ,㧔Misesޕࠆߔቯุࠍᔨⷰߩ࿃ᨐᓞߩേᯏޔߪࠬࡒߡ߃ട (Mises, 1957, p.5) ޠޕߥࠇߒ߽߆ࠆ
1933, 1960, p.34㧕ޔߚ߹ߪࠬࡒߒ߆ߒ␠会⑼学ੱޟߪ㑆ߪⴕὑ߁ߣޠࠆߔ෩ኒ᥉ㆉ⊛ߥⷙೣ

ᕈࠍߩߎޔߒߦ߆ࠄⴕὑࠞߦࠝࡊࠕ߇ࠧ࠹ᅷᒰࠍߣߎࠆߢਥᒛߡߞ߇ߚߒޕࠆߔⴕὑࠞ

ᕁ⠨ߩ第ੑߚ߃ࠅข߇ࠬࡒޔߦߚߔ␜ࠍߣߎࠆߢ㗴ߥ⊛ว✚ߢ⌀ߦࠝࡊࠕ߇ࠧ࠹

ᴺ߇ᬌ⸛ࠆࠇߐᔅⷐޕ߁ࠈ߇ 
 

３）社会科学における基本的な存在論形式としての行為カテゴリー 

೨▵ߢ╩⠪ޔߪⷙೣᕈߩ೨ឭߦࠝࡊࠕ߇ᅷᒰߥ㗴߇ࠬࡒߦߚߔ␜ࠍߣߎࠆߢ⊒ዷߐ



ណߦߚߔ␜ࠍߣߎࠆߢ学㗔ၞ⑼ߥ⊛వ㛎߇会⑼学␠ߩࠬࡒߪ╩⠪ޕߚߒ᭴ᚑౣࠍ論⼏ߚߖ

 ޕߚࠅ⒖ߦ⸛ᬌߩᕁ⠨ᴺߩ第ੑߚ߃ࠅ
ੱޟߡߞ߇ߚߒޔࠅߢ㑆ⴕὑੱߪሽ論ᒻᑼߥ⊛ᩮᧄࠆߌᓽઃ․ࠍ⇇会⊛␠߫ࠇࠃߦࠬࡒ

㑆ߪⴕὑ߁ߣޠࠆߔ㗴ࠄ߆ߎߘޔߪ␠会⑼学߇⊒ࠆߔᩮᧄ⊛ੱޟޕࠆߢࠧ࠹ࠞߥ㑆ߪⴕ

ὑ߁ߣޠࠆߔ㗴ߪࠬࡒࠍᩮᧄ⊛ߪࠇߎޔ߇ࠆߡߒ␜ߡߒߣࠧ࠹ࠞߥ␠会⊛⇇ߩⷙೣ

ᕈࠍឬߊ᥉ㆉ⊛✚ว㗴߇ࠬࡒߜࠊߥߔޕߥࠄߥઁߦ␠会⑼学ߩߘߪ㗴ࠄ߆⊒߫ࠇߌߥߒ

ⷙೣ߁ߣޠࠆߔⴕὑߪ㑆ੱޟߦߚࠆߔ㆐ᚑࠍ⼂⍮ߩ⇇会⊛␠ޔ߫ࠇߢߩࠆߔਥᒛߣߥࠄߥ

ᕈࠍ೨ឭࠍߣߎ߁ߣޔߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒᗧߪࠬࡒޕࠆ߁ࠇߐ㉼⸂ߣࠆߡߒ⥄ὼ⑼学ߣห

᭽ޔ␠会⊛⍮⼂ࠍ㆐ᚑޔߪߦߚࠆߔⷙೣᕈࠍ೨ឭࠆߔᔅⷐࠍߣߎࠆ߇ਥᒛޕࠆߔ 
 
߈ߢߪߣߎࠆߔ⼂ࠍ⇇ߥߒ進ⴕ̉ߡߞ߇ߚߒߦᩮᧄᴺೣޔߥήᘏᖤޔߩ㆙᳗̈߇‛ߪੱ

ޕ̖ߥ ޔੱߡ߅ߦ⇇ߚࠇߐ᭴ᚑߦ߁ࠃߩߘ 㑆ߩᕁ⠨̈߮ࠃ߅ วℂ⊛ੱ̉ߥ 㑆ⴕὑߪਇน⢻ߢ

৻ᢧߩ⽎ߩ⇇ߡߞߣߦὼᴺೣ⥄ޔߦ⊛ᨐ⚿ޕࠆߢ㑆߽論ℂ⊛ᕁ⠨߽ਇน⢻ੱ߃ࠁࠇߘޔࠅ

ᕈޔੱߪ 㑆ሽߩၮ␆ੱޔ 㑆ߩࠈߎߣࠆߢⓥᭂၮ␆ߡߒߣޕ̖ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇ ߆ߦߣߪੱ

ޕࠆߡߒࠍ⢻ജߩߚߔὑࠍᣇᴺࠆߔ㆐ᚑࠍ⊛⋠ᦸޔߜࠊߥߔ̆̆ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔⴕὑߊ

ޔੱߊߥߪߢᕭᗧᕈ߇⽎ߩ⇇ߛߚߪࠇߘ ߡߞࠃߦᴺೣࠆ߈ߢߩߣߎࠆ⍮ࠍ߆ߡߟߦࠇߘ߇

ᡰ㈩ޕࠆߢߚࠆߡࠇߐ(Mises, 1933, 1960, pp.197-198)  
 

೨▵ߢ╩⠪ޔߪ⥄ὼ⑼学ࠆߌ߅ߦᏫ⚊ේℂߣ㘃ૃޔߚߒ␠会⑼学⊛ⷙೣᕈ
㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚

ࠃߦߣߎࠆߔዉࠍ೨ឭߩ

ߩߎ߇ࠬࡒޔߚ߹ߪ⠪╩ߒ߆ߒޕߚߺ⹜ߣ߁ߘ␜ࠍߣߎࠆ߁ࠇߐ᭴ᚑౣ߇論⼏ߩࠬࡒޔߡߞ

ᵈ߽ߡߟߦน⢻ᕈߚߒቯุࠍᔅⷐᕈࠆߔ೨ឭߡ߅ߦ会⑼学␠ޔࠍ㧕ⷙೣᕈߥ⊛㧔⥄ὼ⑼学ߥ߁ࠃ

ޔ߇ⷙೣᕈߚߞߩᔅⷐࠆߔ೨ឭ߇ࠬࡒߡ߅ߦ会⑼学␠ޔߪߣߎࠆߔ⺞ᒝ߇論⼏ߩ▵ᧄޕߚߒ㉼

⥄ὼ⑼学ߡ߅ߦ೨ឭࠆߥ⇣ߡᭂߪߣߩ߽ߚࠇߐ
㧚㧚㧚

 ޕࠆߢߣߎ߁ߣ
ޔੱ߫ࠇࠃߦࠬࡒ 㑆ߦ߆ߪᄖㇱߩ‛ℂ⊛ߥ᧪߇ᕁ⠨߿ଔ୯್ᢿߦᓇ㗀ࠍ߆ࠆߔᱜ⏕ߪߦ

⼂ޟޔߚߥ߈ߢ㨯㨯㨯ੱߩߎ㑆ߩή⍮ޔߪ⍮⼂ߩ㗔ၞߩߟੑࠍߩ㗔ၞߦ⥸৻ߜࠊߥߔޔ⥄ὼߣ

߫ࠆࠇᄖㇱߩ᧪ߩ㗔ၞੱޔߣ㑆ᕁ⠨ߣⴕὑߩ㗔ၞߦߣಽഀޠޕࠆߔ (Mises, 1957, p.1) ߩߎ

᧪ߩᄖㇱޔ̈ߪࠬࡒࠄ߆ὐⷰߥ߁ࠃ ߪ会⑼学̈␠ߒኻߦὼ⑼学⥄߁ᛒࠅขࠍ̉ ౝㇱߩ᧪ ޔ̉

経ߚࠇࠄ߃ਈߡߞࠃߦౝⷰߥ߁ࠃߩߎޔߪࠬࡒߡ߃ടޕࠆߔߣࠆࠇߐ㆐ᚑߡߞࠃߦౝⷰߜࠊߥߔ

㛎ߜࠊߥߔޔⴕὑࠞߪࠧ࠹␠会⊛⍮⼂ੱ̈ߡߞߣߦ㑆ℂᕈࠇߘ߇એᄖߦ㆚ߥ߈ߢߩߣߎࠆၮᧄ

⾗ᢱ̉̈ߥ߁ࠃࠆߢⓥᭂᚲਈ̉(ultimate given)(Mises, 1957, p.182)̈ߥ߁ࠃߩߎޔࠅߢⓥᭂᚲ

ਈ̉ߩߡߒߣⴕὑࠞࠍࠧ࠹ㅢߩߡߴߔޔߡߒ␠会⽎߇⸃น⢻ޕࠆߢ 
 
␠会⊛หޔߡߞߣߦฦ᭴ᚑຬߩⴕὑߩᄖߦሽࠆߔታ߿ታߤߥሽޕߥߒหߩ↢ᵴޔߪ

߅ߦ㗔ၞߩੱޘޔߪታߩ会⊛⛔ว␠ޕࠆߡࠇࠄߖߐ⛯ሽߡ߅ߦੱⴕὑࠆߔ᭴ᚑࠍ❰⚵

集วޔߡߓㅢࠍಽᨆߩੱⴕὑ߃ࠁࠇߘޕࠆߡߞᚑࠄ߆ⴕὑߥ⏕ߚࠇࠄߖ⊑ࠇࠄߌᣇะઃߡ

⊛ోߩ⼂ޕࠆߢߩࠆ⥋ߦ(Mises, 1�4�, 1���, p.42) 

 
ߥᓧߒ┙ᚑߪ⼂会⊛⍮␠ޔߪߡߒߊߥᔨⷰߩੱⴕὑߩߡߒߣⓥᭂᚲਈ̉̈ߪࠬࡒߡߞ߇ߚߒ

ࠃߦⓥᭂᚲਈߥ߈ߢߩㆶరߣએಽᨆࠇߘޔߪ㑆♖ੱޟޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚߡߒਥᒛࠍߣߎޔ

ࠊߥߔ (Mises, 1949, 1998, pp.20-21)ޠޕߥ߈ߢ߃ߐߣߎࠆߔ⼂ޔࠍ⼂⍮ߥߡࠇߐ㒢ቯߡߞ

⚊Ꮻࠆߔ೨ឭࠍⷙೣᕈߩ⇇ὼ⥄ޔ߇ⷙೣᕈߩὼ⥄ߣὼᴺೣ⥄ߡ߅ߦὼ⑼学⥄ޔ߫ࠇࠃߦࠬࡒߜ

ᴺࠍㅢߺߩߡߒޔߦ߁ࠃࠆ߁ࠇߐ␠会⑼学ੱޟߪߡ߅ߦ㑆ߪⴕὑ߁ߣޠࠆߔⷙೣᕈ߇೨ឭߐ

ߺߩߦ߈ߣߚࠇ
㧚㧚

␠ޔ߫ࠇࠃߦ႐┙ߩࠬࡒߥ߁ࠃߩߎޕࠆ߁ࠇߐ㆐ᚑ߇⼂⍮ࠆߔ㑐ߦ⇇会⊛␠ޔ
㧚

会⊛⍮⼂ࠆࠁࠊߪⴕὑࠞࠍࠧ࠹೨ឭޔߺߩߦ߈ߣࠆߔ㆐ᚑࠆ߁ࠇߐ
㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚

߆ߎߘࠍࠧ࠹ⴕὑࠞޕ

␠ߥᅷᒰߦࠝࡊࠕޔ߫ࠄߥߔߥߣࠧ࠹ⓥᭂࠞࠆࠇ߆ዉ߇㗴ߩߡߴߔઁߩߘߩ会⑼学␠ࠄ

会ℂ論ޔߪⓥᭂࠞ߇ࠧ࠹ห᭽ߦࠝࡊࠕߦᅷᒰߥ႐วߺߩߦ
㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚

ዉߡߞ߇ߚߒޕࠆ߁ࠇ߆೨▵ߢ᭴

ᚑޔߚࠇߐᏫ⚊ේℂߥࠝࡊࠕߩᅷᒰᕈࠆߔ⸽⏕ࠍ⼏論ߣኻᾖ⊛ޟߪࠬࡒޔߦⴕὑੱࠆߔ㑆߇



ሽ߁ߣޠࠆߔ㗴⥄
㧚㧚

 ޕࠆ߇ᔅⷐߔ␜ࠍߣߎࠆߢᅷᒰߦࠝࡊࠕޔߟ߆ߢ⊛ว✚߇
ߩߚߒߣ߁ߘ␜ࠍߣߎࠆߢว್ᢿ✚ߥࠝࡊࠕ߇⥄ࠧ࠹ⴕὑࠞޔߦ߁ࠃߩߤߪࠬࡒ

น⢻ߺߩߡߞࠃߦߣߎࠆߔ೨ឭࠍ㗴߁ߣޠࠆߔⴕὑߪ㑆ੱޟ߇⼂会⊛⍮␠ߪࠬࡒ㧫߆߁ࠈߛ

⊛会␠ޟޕ߁ࠈߢࠆ߁ߒቯᑼ化ౣߦ߁ࠃߩએਅࠍ೨ឭߩࠬࡒޔࠄ߆ߣߎߚߒਥᒛࠍߣߎࠆߢ

⍮⼂߇ሽࠆߔ㧔␠会⊛⍮⼂߇น⢻ࠆߢ㧕ޔ߫ࠄߥ㧨ⴕὑੱࠆߔ㑆߇ሽࠆߔ㧪ߪࠬࡒޕޠ߹

ߪ㗴ߩޔߚߚߞ߆ߥࠊ⇼ࠍ೨ឭ߁ߣޠ㧕ࠆߢ㧔น⢻ࠆߔሽ߇⼂会⊛⍮␠ޟޔߚ 2 ೨ߩ⋠ߟ

ឭޔߣ㧨ੱ㑆ߪⴕὑࠆߔ㧪㧔߹ߪߚ㧨ⴕὑੱࠆߔ㑆߇ሽࠆߔ㧪㧕߁ߣⷙೣᕈߔ␜ࠍ⚿論ߣหᤨߦ

ቯᑼ化ߩࠬࡒޕࠆ߁ࠇߐṶ➈ޔߡߞ߇ߚߒߪએਅޕࠆߥߦ߁ࠃߩ 
 

೨ឭ㧝㧦␠会⊛⇇ߦ㑐ࠆߔ⍮⼂߇ሽࠆߔ㧔␠会⊛⍮⼂߇น⢻ࠆߢ㧕ޕ 
೨ឭ㧞㧦␠会⊛⍮⼂߇ሽੱޔ߫ࠄߥࠆߔ㑆ߪⴕὑޕࠆߔ   

⚿論㧦ੱ㑆ߪⴕὑࠆߔ㧔ⴕὑੱࠆߔ㑆߇ሽࠆߔ㧕 
 
ߣߎࠆߢ⌀ߦࠝࡊࠕޔ߇㗴߁ߣޠࠆߔሽ߇㑆ੱࠆߔⴕὑޟߪផ論ߩߎޔ೨▵ห᭽ߒ߆ߒ

ߴߔޟߪࠬࡒޔߪߦߚߔ␜ࠍߣߎࠆߢว㗴✚ߥ⌀ߦࠝࡊࠕ߇㗴ߩߎޕߥ߃ߒ␜ࠍ

㗴ߩߎߒ߆ߒޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥߐ␜ࠍߣߎ㧕ߦ⊛㧔ᔅὼޠࠆߔሽ߇㑆ੱࠆߔⴕὑߢᴫਅ⁁ߩߡ

ߥࠝࡊࠕޔ߫ࠊߪ➈Ṷߩߡߴߔޕࠆߔઃ㓐ޔߺߩ߈ߣࠆߢࠝࡊࠕߦห᭽߇೨ឭߩߎޔߪ

 ޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐᄌᦝߦ߁ࠃߩᰴߪ೨ឭޔߒߣᔅⷐࠍࠇߓߨ
 

ᦨೋߩ೨ឭ㧦ޟ␠会⊛⇇ߦ㑐ࠆߔ⍮⼂߇ሽߩߡߴߔޔߪޠࠆߔ⁁ᴫਅߢ㧔ᔅὼ⊛ߦ㧕ᅷᒰࠆߢ 
第ੑߩ೨ឭ㧦ޟ␠会⊛⍮⼂߇ሽޔ߫ࠄߥࠆߔⴕὑੱࠆߔ㑆߇ሽߩߡߴߔޔߪޠࠆߔ⁁ᴫਅߢᅷᒰࠆߢ 
⚿論㧦㗴ੱޟ㑆ߪⴕὑޠࠆߔ㧔߹ޟߪߚⴕὑੱࠆߔ㑆߇ሽޠࠆߔ㧕ߩߡߴߔޔߪ⁁ᴫਅߢᅷᒰޕࠆߢ 

 
ᗧ߁ߣޠࠆߔሽ߇㑆ੱࠆߔ㧕ⴕὑߦ⊛㧔ᔅὼߢᴫਅ⁁ߩߡߴߔޟ߮ࠃ߅ޠ⼂会⊛⍮␠ߥ⊛ᔅὼޟ

ߪߣߎࠆߔ㉼⸂ࠍ࿎㔍߇ࠇߘޔ߇ࠆߢࠍᗧߩߡߴߔޔߣ߁ࠃߒṶ➈߇೨ឭߩᅷᒰᕈߦଐߒ
㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚

ߣߎࠆߡ
㧚㧚㧚㧚㧚

 ޕࠆߢᔟߡᭂߪ
ᔅ߇ޠࠆߔⴕὑߪ㑆ੱޟߜࠊߥߔޔߣߎࠆߢᅷᒰߢᴫਅ⁁ߩߡߴߔ߇論⚿ߩ➈Ṷߩᓐߪࠬࡒ

ὼ⊛ߦᅷᒰࠍߣߎࠆߢਥᒛߢ߹ࠇߎߒ߆ߒޕࠆߔ論ߥ߁ࠃߩߘޔߦ߁ࠃߚ߈ߡߓ⚿論ࠍዉߦߚߊ

߫ࠇߌߥࠇߐᄌᦝߦޠࠆߔሽߦ⊛ᔅὼ߇⼂会⊛⍮␠ޟޔߪ೨ឭ߁ߣޠࠆߔሽ߇⼂会⊛⍮␠ޟߪ

ᔅⷐߔ␜ࠍߣߎࠆߢ⌀ߦࠝࡊࠕޔߪ೨ឭ⥄ޔߣ߁ࠃߒᗧࠍ߇೨ឭߩߎߒ߆ߒޕߥࠄߥ
㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚

ߺߩߡߞࠃߦ೨ឭߩࠆ߇
㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚

⚿Ꮻߦή㒢ᓟㅌߩ㗴߳ߥᅷᒰߦࠝࡊࠕޔ߮ౣޕࠆ߁ࠇߐᱜᒰ化ޔ

 ޕࠆߔ
␜ࠍߣߎࠆߢว್ᢿ✚ߥࠝࡊࠕ߇㧕ࠧ࠹೨ឭ㧔ⴕὑࠞߩ会⑼学␠߇ࠬࡒߡߞ߇ߚߒ

వ㛎⊛⑼学㗔ၞࠍ会⑼学␠ޔߊߥߪߢᅷᒰߪᱜᒰ化ߩߘޔ߫ࠇߔ㉼⸂ߣߚߞណࠍᕁ⠨ᴺߩߎߦߚߔ

ߥߣߥߚᜬࠍᅷᒰᕈࠄ߆⼂論⊛ᩮ߮ࠃ߅⊛論ℂޔߪߺ⹜ߩࠬࡒࠆߔߣ߁ࠃߒ┙⏕ߡߒߣ

 ޕߥ߃ࠍࠆߑࠇߐ
 

4)定義および社会科学における約束主義としての行為カテゴリー 

೨▵߹ߩߢಽᨆ⚿ᨐߩࠬࡒޔߪ⼏論ߪߡߞࠃߦ␠会⑼学ࠍవ㛎⊛ߥ⑼学㗔ၞߎࠆߔ┙⏕ߡߒߣ

ࠬࡒޔߦߚࠆߔᱜᒰ化ࠍ会⑼学␠ߩߡߒߣ学㗔ၞ⑼ߥ⊛వ㛎ޕߚߞߢߣߎࠆߢਇน⢻ߪߣ

 ޕࠆߔ↪ࠍ論⼏ߥ⊛ᔃℂߩߡߟߦ㑆ᕁ⠨ੱ߫ߒ߫ߒߪ
 
ߩਥᒛߩߘߦ৻第ޕࠆߢߩߚߴㅀߦ߁ࠃߩᰴޔ߈ߣߔߥߣࠝࡊࠕࠍ㗴ߪߚ߹ᔨ߇ੱ

ุቯੱ߇㑆♖ߪߦ⠨ߦࠬࡦࡦ࠽ޔࠅߢߣߎߥࠇࠄ߃ᕁޕߣߎࠆࠇࠊ第ੑࠝࡊࠕߩߎޔߦ

ߩࠄࠇߘߜࠊߥߔޔ࠴ࡠࡊࠕ⊛♖ߩ㑆ੱߩ㗴߳ࠆߔ㑐ㅪߩߡߴߔޔ߇㗴߮ࠃ߅ᔨߥ



㗴ߦ㑐ࠆߔᕁ⠨߮ࠃ߅ⴕὑߦᔅὼ⊛ߦ߹ޕࠆߢޔߣߎࠆߡࠇ(Mises, 1962, p.18) 
 

会⑼学ℂ␠ޔߪ論⼏ࠆߔ㑐ߦ⾰⾗㑆ੱߥ⊛ᔃℂޔߒዻߦࠝࡊࠕ⊛ㆮવ⊛ᔃℂߪࠄࠇߎߒ߆ߒ

論ߥࠝࡊࠕߩᅷᒰᕈੱ߃ߣߚޕߥ߃ߒ⸽⏕ࠍ㑆♖ࠇߘߡߞࠃߦࠧ࠹ࠞ߇એᄖߦ⠨ࠇࠄ߃
㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚

ߥ
㧚
ߦ߁ࠃ
㧚㧚㧚㧚

᭴ᚑߦ⾰⾗ߥ⊛ࠧ࠹ࠞޔ߽ߡߒߣߚߡࠇߐၮߚߠᦼᓙ߮ࠃ߅ℂ論ޔߪනߡߞ⺋ߦ

⊛⚊Ꮻޔ߽ߡߒߣߚߒ↪ࠍᏫ⚊ᴺߦ߃ࠁ⾰⾗ߥ⊛ᔃℂߩᓐ߇学⠪⑼߃ߣߚޕߥࠇߒ߽߆ߌߛࠆ

ផ論ߩ論ℂ⊛߮ࠃ߅⼂論⊛ߥ㗴ߪ⸃ޕࠆߢߩߥࠇߐ 
೨▵߹ߩߢ⼏論ߡ߅ߦ╩⠪߇ࠬࡒޔߪ␠会⑼学ࠍవ㛎⊛ߥ⑼学㗔ၞߦߚࠆߔ┙⏕ߡߒߣណ

ޔߪ⠪╩ߡ߅ߦ▵第㧞)ޕߚߒ⠨ኤߡߟߦน⢻ᕈߩ㉼⸂ߩએᄖࠝࡊࠕ⊛ㆮવ⊛ᔃℂޔߚ߃ࠅ

⏕ߡߒߣ学㗔ၞ⑼ߥ⊛వ㛎ࠍ会⑼学␠ޔ߫ࠄߥߚߒዉࠍ೨ឭߩⷙೣᕈޔห᭽ߣὼ⑼学⥄߇ࠬࡒ

ਇนߪߣߎߔ␜ࠍߣߎࠆߢว್ᢿ✚ߥࠝࡊࠕ߇೨ឭߩⷙೣᕈޔߒ߆ߒޕߚߒ⠨ኤࠍ߆ߚ߃ߒ┙

⢻ߪ㉼⸂ߩߎޔࠅߢ論ℂ⊛߮ࠃ߅⼂論⊛ၮ␆ࠄ߆ᜎุޕߚߞ߆ߥ߃ࠍࠆߑࠇߐᰴߦ第 3 ߅ߦ▵

ߒ⠨ኤࠍน⢻ᕈߩࠧ࠹ⴕὑࠞߩߡߒߣว್ᢿ✚ߥࠝࡊࠕߊឬࠍ᭴ㅧߩ⇇会⊛␠ޔߪ⠪╩ߡ

第ޕߚ 3 第ߪ㉼⸂ߩ▵ 2 第ޔ߇ࠆߔ⥌৻ࠅࠃߣᗧ࿑⊛⥸৻ߩࠬࡒ߽ࠅࠃ㉼⸂ߩ▵ 2 หߣ㉼⸂ߩ▵

᭽ߩߎ⹜ߪߺᅷᒰᕈࠍᜬޔߕߚ⼂論⊛ℂ↱ࠄ߆ᢿᔨޕߚߞ߆ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐ 
ࡒޔࠅᱷߪ㗴߁ߣ߆ߚ߃ߒ┙⏕ߡߒߣ学㗔ၞ⑼ߥ⊛వ㛎ࠍ会⑼学␠߇ࠬࡒߡߞ߇ߚߒ

ߚ߃ᓥ߇ࠬࡒޔߒߣᔅⷐࠍಽ㘃߅ߥޔߪ߆ߚߡߒᗧࠍߪߦ⏕ᱜߡߞࠃߦࠝࡊࠕ߇ࠬ

ߩᕁ⠨ᴺߩน⢻ᕈ߇ሽޕࠆߔ 
 
ࠝࡊࠕߩᓐߚ߹ޔߒ⸛ᬌࠍน⢻ᕈߩߚߒ┙⏕ߡߒߣ学㗔ၞ⑼ߥ⊛వ㛎ࠍ会⑼学␠߇ࠬࡒ

ߡߟߦ㑐ଥߩߣታޔ経㛎ߣࠫࡠࠝࠪࠢࡊߢߎߎߪ⠪╩ޔߦߚࠆߔߦ⏕ࠍ↪ᴺߩᔨߥ

⧯ᐓ論ߪࠬࡒޕߚߓℂ論␠会⑼学ߪࠫࡠࠝࠪࠢࡊޟߜࠊߥߔޔታߩᱜ⏕ߢ♖ኒߥ⍮⼂ࠍ

ߪℂ論ߩࠫࡠࠝࠪࠢࡊ߫ࠇࠃߦࠬࡒޕࠆߔਥᒛࠍߣߎ(Mises, 1949, 1998, p.39)ޠߔࠄߚ߽

ታߦ㑐ߡߒ෩ኒ৻⥸⊛ޔࠅߢ⌀ߦࠝࡊࠕߢ⛘ኻ⊛ߥ⏕ታᕈࠍᜬߟ߆ޔߜ経㛎ߪߡߞࠃߦቯ

߆⏕ߢኒ♖ߩᨩߩታޟߪࠫࡠࠝࠪࠢࡊ߫ࠇࠅ୫ࠍ⪲⸒ߩᓐޔ߇ࠬࡒߒ߆ߒ ޕߥࠇߐ

ࠝࠪࠢࡊߡߒߦ߆ޔ߫ࠄߥࠆߔਥᒛࠍߣߎࠆߖߐዷ⊑ࠍℂ論 (.Mises, ibid)ޠߔࠄߚ߽ࠍ⼂⍮ߥ

ࠢࡊޕ߆߁ࠈߛߩࠆ߁ߒࠄߚ߽ࠍ̉⼂⍮ߥታ⏕ߦኻ⛘ࠆߔ㑐ߦታ̈ߥ߁ࠃߩߘޔߪℂ論ߩࠫࡠ

ቯߡߞࠃߦ経㛎߇ℂ論ࠫࡠࠝࠪࠢࡊߪߦ⥸৻ޔ߫ࠇߔߣࠆߔ㑐ㅪߦታ߇ℂ論ߩࠫࡠࠝࠪ

㧔߹್ߪߚᢿ㧕ࠍߣߎࠆࠇߐᦼᓙߪࠫࡠࠝࠪࠢࡊ߫ࠇࠃߦࠬࡒޔ߇߁ࠈߢࠆߔ経㛎ߞࠃߦ
㧚㧚㧚㧚㧚

ߥࠇߐቯߪߡ
㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚

 ޕ
 

ᣂߒ経㛎ߪએ೨ߩ経㛎ࠄ߆ዉߚផ論ࠍᝥߡୃ߆ࠆᱜࠍߣߎࠆߔᒝⷐߥ߆ߒ߆ߒޕࠆ߁ߒ

ߘޕߚߞ߆ߥߎߪߡᒝࠍߣߎࠆߔࠅߚߒᱜୃࠅߚߞߡᝥࠍ㗴ߥࠝࡊࠕ経㛎߽ߩ⒳㘃ࠆ

ߣߎࠆࠇߐ⸽ߡߞࠃߦ経㛎ࠆߌⵣઃޔߜ┙వߦ経㛎ߪࠄࠇߘޕߥ߃ࠇ߆ዉߪࠄ߆経㛎ߪࠄࠇ

 (Mises, 1933, 1960 㨜.27)ޕߥ߽ߣߎࠆࠇߐ㚛ߡߞࠃߦ経㛎ߦㅒޔ߽
 
ℂ論߇⛘ኻߢ⌀ߦ㧔ᱜᒰ化ࠇߐ㧕ߟ߆ޔታߩᨩߦ㑐ࠆߔ⍮⼂ߔ␜ࠍߣߎߔࠄߚ߽ࠍน⢻ᕈࠕޔߪ

ߩߢ߹▵೨ߪਇน⢻ᕈߩߣߎߔ␜ࠍ㗴ߥ߁ࠃߩߘޔ߇ࠆߢߣߎߔ␜ࠍሽߩว್ᢿ✚ߥࠝࡊ

⼏論ߩߎޕߚࠇߐ␜ߢ㗴ࠍ⸃ࠆߔߩน⢻ᕈޔߪߟ৻ߩᣇᴺ論⊛ߥᰴరߡߟߦ⠨ߢߣߎࠆ߃

ޔࠍᱜᒰ化ߩℂ論␠会⑼学ߩߡߒߣ学㗔ၞ⑼ߥ⊛వ㛎ޔߦ⊛ၮᧄߪࠬࡒޔ߫ࠇࠃߦ߃⠨ߩ⠪╩ޕࠆ

␠会⑼学ℂ論ߩ⌀ℂ⹏ଔၮḰߩߡߒߣ経㛎ࠍᜎุࠆߔ
㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚

ߦߣߎࠆߔ⠨ᘦࠍ࠴ࡠࡊࠕ⊛ᣇᴺ論ࠆߥ⇣ޔ

 ޕߚߺ⹜ߡߞࠃ
೨ㅀޔߦ߁ࠃߚߒ㗴ߩ論ℂᒻᑼߦᓥߚߞಽᨆ್ᢿ߮ࠃ߅✚ว್ᢿޔ㗴ߩ⌀ℂ୯್ᢿၮḰߦᓥߞ

ࡊࠕߪ㗴߫ࠄߥࠆߢ⊛ಽᨆ߇㗴ޔߪߟ৻ߩಽ㘃⚿ᨐߩ㗴ߥࠝ࠹ࠬࡐࠕߣࠝࡊࠕߚ
㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚

ߣߎࠆߢ⌀ߦࠝ
㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚

ߡߞ߇ߚߒޕࠆߢࠝࡊࠕߪቯ⟵㧔ಽᨆ⊛㗴㧕ߩߡߴߔ߃ࠁࠇߘޕࠆߢ

␠会⑼学ࠍవ㛎⊛ߥ⑼学㗔ၞߩࠬࡒࠆߔ┙⏕ߡߒߣ⼏論ߩࠄࠇߘ߇ࠬࡒޔߡ߅ߦ⼂論⊛



┙႐ޟ߇ቯ⟵ޔߦߚࠆߢޠ␠会⑼学ࠍߣߎࠆߢ⌀ߦࠝࡊࠕߪᗧߣߎࠆߔ㉼⸂ޔߚߡߒ

ࠆߔ㒢ࠍ経㛎ߩߡߒߣቯၮḰ್ߩ会⑼学ℂ論␠ޔߪน⢻ᕈߩ㉼⸂ࠬࡒߩઁߩߘޕࠆߢน⢻߇

ࠕࠆߔ㒢ࠍ㗔ၞߩℂ論ߦߚࠆߔਥᒛࠍᅷᒰᕈߩߘ߫߃ߣߚޕࠆߡߒ㑐ㅪߦⷙೣߥᱶ․ߩߚ

 ޕ(ࠃߖෳᾖࠍ▵ᰴ)ࠆߢߤߥ⺑ߥࠢ࠶ࡎ࠼
ᣇᴺ論⊛㗴ࠍᬌ⸛ޔߡߞߚߦࠆߔ╩⠪ߩࠬࡒߦߓߪߪⴕὑࠞޟࠍࠧ࠹ቯ論⊛࿃ᨐ

ᓞⷰࠆ߁ߒ⒓߽ߢߣޠὐޔߒ㉼⸂ࠄ߆ᰴߩߤߦ⁁ᴫਅߡ߅ߦⴕὑࠞߣࠅ⺋߇ࠧ࠹ࠆ߁ࠇߐߥ

ߔዉࠍ᧤⚂ߜࠊߥߔᣇᴺ論⊛ⷙೣ̆̆ߥᱶ․߇ࠬࡒߪ⠪╩ޔᓟߚߒቯ․ࠍᴫ⁁ޕࠆߔ⸽ᬌࠍ߆

ⴕߡ߅ߦ⺆↪ߩޠቯ論⊛࿃ᨐᓞޟޕࠆߔߣ㗴ࠍᣇᴺߚߒ回ㆱࠍᨐ⚿ߩࠄࠇߘޔߡߞࠃߦߣߎࠆ

ὑࠞ߁ߣࠆߡߞ⺋߇ࠧ࠹⁁ᴫࠍหቯޔߦߚࠆߔ╩⠪ߪ◲නߦ経㛎ߪℂ論ߣࠅ⺋߇ࠇߐߥ
㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚

ࠆߢᛕ್⊛ၮḰߥࠇߒ߽߆ࠆ߁
㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚

 ޕࠆߔ⺑ߡߞࠃߦ⸽น⢻ᕈᔨߩࡄࡐޔࠍ᭴ᗐ߁ߣ
 

⸽น⢻ᕈᔨ 
ޕࠆߔ㑐ㅪߦ論ℂ⊛㑐ଥߩ෩ኒ᥉ㆉ㗴ߣ㗴ޔߪᔨߩ⸽น⢻ᕈߩℂ論ޔ߫ࠇࠃߦࡄࡐ

経㛎⊛ߢ෩ኒ৻⥸⊛ߥ㗴⒓ోޟࠆࠁࠊߚߞߣޠ⊕ߪࡦࡢࠬߩߡߴߔޟߪ㗴ߩޠᒻᑼߢ

ߊߚߞ߹ߪࡦࡢࠬߥߊ⊕ޔ߇ࠆߔሽ߇ࡦࡢࠬ⊕ޟޔߪ論ℂ⊛╬ଔߩ㗴ߥ߁ࠃߩߘޕࠆ߁ࠇߐ

ሽุߚߞߣޠߥߒቯ⊛ߥ᥉ㆉ㗴ᤨޟޕࠆߢ㑆㨠႐ᚲ㨗ߡ߅ߦ㤥߇ࡦࡢࠬሽߩޠࠆߔ

ᒻᑼߩ㗴ߪߩߘߪߚ߹ޠ⊕ߪࡦࡢࠬߩߡߴߔޟޔߦ߆ࠄ論ℂ⊛╬ଔ߇ࡦࡢࠬ⊕ޟࠆߢ

ሽߊߚߞ߹ߪࡦࡢࠬߥߊ⊕ޔ߇ࠆߔሽߣޠߥߒ論ℂ⊛ߦ⍦⋫ޠ⊕ߪࡦࡢࠬߩߡߴߔޟޕࠆߔ

ߡߓࠍ㗴ߥ߁ࠃ߁ߣޠࠆߔሽ߇ࡦࡢࠬ㤥ޔߡ߅ߦ㑆㨠႐ᚲ㨗ᤨޟޔߪ㗴߁ߣ

 ޕࠆߢ⸽น⢻ޔߚࠆ
 

S1 ෩ኒ᥉ㆉ㗴㧦⊕ߪࡦࡢࠬߩߡߴߔ (Сx) (Sx ψ Wx)  
S1’  (㧩S1) 㗴㧦⊕ߪࡦࡢࠬߥߊሽߥߒ 㩬((Фx)( Sxш㩬Wx)) 
S2 S1  φψ㩬(Сx)(Sx ψ Wx)(Sxш㩬Wx )(Фx) ࠆߔሽ߇ࡦࡢࠬߥߊ⊕⸽㗴(㧩㗴)㧦ߩ
 
ޔ̈ߪ⸽น⢻ᕈᔨߩࡄࡐ ⸽ falsification̉̈ߣℂ論ߩᜎุ̉ߩᔨߪࠄ߆ߢ߈ߴࠆࠇߐ

⸽ޔᣇ৻ࠆߔ␜ᜰࠍ集ว㧕ߩ㗴ߥน⢻ߩߡߴߔߚࠇࠄߓน⢻ᕈ㧔ߥ⊛論ℂ߇⸽น⢻ᕈޕࠆ

ᜎุߩℂ論ޕࠆߡߒᗧࠍᴫ⁁ߩታޔߩ߈ߣࠆߔ⋦ߣ⺑⥸৻ߩ␜ឭߪߚ߹㗴߇ℂ論ߪ

ޔ߽߃ߐߡࠇߐ⸽߇ℂ論߃ߣߚޕࠆߔᗧࠍᣇᴺ論⊛ቯߥߌ⛯ߒ↪ណࠍℂ論ߚࠇߐ⸽ޔߪ

ޕߥࠇߒ߽߆ࠆߔቯࠍߣߎࠆߌ⛯ߒ↪ណࠍℂ論ߩߘޔߦߚߥߢ↪น⢻߇ℂ論ߥઍᦧน⢻ߩ

ޔࠆߔ⛘ᜎࠍߺ⹜ࠆࠇㅏࠍ⸽ߩℂ論ޔߪၮḰߩ⸽น⢻ᕈࠆߢၮḰߩႺ⇇⸳ቯߩࡄࡐ߃ࠁࠇߘ

ઃട⊛ߥᣇᴺ論⊛ⷙೣߡߞࠃߦ⼔ࠆࠇߐᔅⷐޕࠆ߇㧔Popper, 1935, 2002㧕 
ⷙߩઁߩߘޔ߫ࠇߢߩࠆࠇߐߣᔅⷐߦߚࠆߔ⼔ࠍၮḰߩ⸽น⢻ᕈ߇ᱶⷙೣ․߽ߒ߽ߒ߆ߒ

ߚࠆߔ回ㆱࠍߣߎࠆࠇߐቯ߇ℂ⌀ߩℂ論ߡߞࠃߦ経㛎ޔߜࠊߥߔ̆̆ߡߞࠃߦᗧ࿑ࠆߥ⇣ߊో߇ೣ

ޔࠇߐቯᑼ化ߦ⏕ߡ߅ߦᴫ⁁ߩߤ߇ࠧ࠹ⴕὑࠞߩࠬࡒޕߥࠇߒ߽߆ࠆࠇߐዉޔߦ

ቯ⊛ߥ࿃ᨐᓞޔߦߚߔ␜ࠍ߆ࠆߡߞ⺋߇╩⠪ߦߓߪߪᦨೋߦ論ℂ⊛⺑ࠍޕߚߒ 
 

ቯ論⊛࿃ᨐᓞߣࠫࡠࠝࠪࠢࡊߩߡߒߣ⸽น⢻ᕈ 
ߎࠆ߈ߢቝቮޟޕࠆߡߴㅀߦ߁ࠃߩએਅޔࠅ߅ߡߒᜬࠍὐⷰߥ⊛ቯ論ߩ࿃ᨐᓞߪࠬࡒ

⾰ޔജޔᓇ㗀ജࠆߔሽߦᣢߡ߅ߦೋᦼዪ㕙ߩ㨄ࠆߔ࿃߇ᨩߩߡߴߔࠄ߆ߎߘޔࠇߢߪߣ

ࠆߢዷ㐿ߥ⊛ᔅὼߩ
㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚

ࠫࡠࠝࠪࠢࡊޔ߫ࠇࠃߦࠬࡒߡ߃ട (⠪╩ߪ⺞Mises, 1957, p.74,ᒝ)ޠޕ

ദߣ߁ࠃߒ㆐ᚑࠍᮡ⋠ߦ⊛⼂ᗧߢᴫਅ⁁ࠆ߇㑆ੱߜࠊߥߔޔࠧ࠹ⓥᭂࠞߪℂ論ߩߡߴߔߩ

⚿ߥኤน⢻ⷰࠆߌ߅ߦ会⑼学␠ޟߪ᭴ᗐߩߎޕࠆࠇߐ߈ᒁࠄ߆ࠧ࠹ⴕὑࠞޔࠆߔคㅀࠍߣߎࠆ

ᨐߩේ࿃ࠆޔߪ⁁ᴫਅੱߩ㑆ߩวℂ⊛ⴕὑߣޠࠆߢቯᑼ化ߡߞ߇ߚߒޕࠆ߁ࠇߐ論ℂ⊛ࡊޔߦ

 ޕࠆ߈ߢߦ߁ࠃߩએਅࠍ㗴ߩࠫࡠࠝࠪࠢ
 

T1: ੱ㑆ߩวℂ⊛ⴕὑ Bx(⋡⊛ㅊ᳞)߇ේ࿃ߡߒߣሽޔߒ᧦ઙ Cy ᨐ Pz⚿ ޔ߫ࠄߥᚲਈ߇ Ᏹߪ



 T1’㧔Сx)(Сy)(Сz)((BxшCy)φψPz)ޕࠆࠇߐኤⷰߦ
 

T1 ᨐPz⚿ߪ ේ࿃㧮xޔߣ ઙ᧦߮ࠃ߅ Cy㧔ߜࠊߥߔ㧮xшCy㧕ߩ㑆ߩ࿃ᨐᓞߩᔅὼ⊛㑐ଥࠍߡߒ

ߡߞ߇ߚߒޕࠆ T1 ሽ߇ᨐ㧔Pz㧕⚿ߚࠇߐᦼᓙߦේ࿃ߩߘޔ߇ࠆߢᚲਈ߇ේ࿃㧔㧮xшCy㧕ߪ

T2ޔࠍࠇߎޕࠆࠇߐ⸽ߦ႐วߩㅒߪߚ߹ޔ߆ߥߒ  ޕࠆ߈ߢቯᑼ化ౣߦ߁ࠃߩ
 

T2: T1 ߪએਅߩ႐วߦ⸽ޕࠆ߁ࠇߐ    
γ) (BxшCy)߇ሽޔ߇ࠆߔ㧔Pz㧕ߪሽޕߥߒδ) (Pz)ߪሽޔ߇ࠆߔ (BxшCy)ߪሽޕߥߒ 
T2’:㩬((Сx)(Сy)(Сz)(BxшCy)φψPz)φψ(Фx)(Фy)(Фz)(㩬(BxшCy)шPz)щ((BxшCy)ш㩬Pz) 

 
T㧝’ߩ⌀ℂ㑐ᢙࠍޔߣࠆߔߦએਅޕࠆߥߦ߁ࠃߩ 
 Bx Cy BxшCy Pz (BxшCy)φψPz ⸽น⢻߆? 
a) ன ⌀ ன ⌀ ன ψ1) 
b) ன ⌀ ன ன ⌀  
c) ன ன ன ⌀ ன ψ3)(1)) 
d) ன ன ன ன ⌀  
e) ⌀ ⌀ ⌀ ⌀ ⌀  
f) ⌀ ⌀ ⌀ ன ன ψ2)  
g) ⌀ ன ன ⌀ ன ψ2) (3)) 
h) ⌀ ன ன ன ⌀  
 
㨀1ޔࠍࠬࠤߩ(㨍)㨏)㨒)gޔߦ߁ࠃߔ␜߇ᨐ⚿ߩ࿑ߩߎ ߎޕࠆ߁ߒหቯߡߒߣ႐วߚࠇߐ⸽߇

ࠆߔ回ㆱࠍ⸽ߩࠄࠇߎޔߦߚߔ␜ࠍߣߎࠆߢ⌀ߦࠝࡊࠕ߇ℂ論ߩࠫࡠࠝࠪࠢࡊߪߢߎ

ࠆߔ回ㆱࠍ⸽ߩ⸤ޔߦ⊛ၮᧄߪ⠪╩ޕࠆߔ⠨ኤࠍ߆ࠆࠇߐߣᔅⷐ߇ᣇᴺ論⊛ⷙೣࠆߥ߆ߩߚ

ࠆߥ⇣ 3 ㅢߩࠅᣇᴺࠍឭ␜ߣࠆ߁ߒ⠨ޕࠆ߃ 
 
㧝㧕ࠬࠤ㨍)㧔Bx ߇னޔCyޔPz ࠍ㧮ޔ႐วߩன߇㧮ޕࠆ߁ࠇߐ㉼⸂ߦ߁ࠃߩᰴޔߡߒ㑐ߦ㧕⌀߇

ቯ⟵ޔ߫ࠇߔ㉼⸂ߣ㧮ߪಽᨆ⊛ޔࠅߢ⌀ߦࠝࡊࠕߢ㨀1  ޕࠆߢ⌀ߪ
㧞㧕ࠬࠤ㨒㧕㧔BxޔCy ޔ⌀߇Pz 㨀1ޕࠆ߁ࠇߐ㉼⸂ߦ߁ࠃߩᰴޔߡߒ㑐ߦன㧕߇ ߢ⌀߇㧼㨤ߪ

ࠆߔቯࠍߣߎࠆߔᱜᒰ化ࠍߺߩࠆߌⵣઃࠍℂ論ޔߪᨐ⚿ߩߎޕࠆߥߦ⌀߫ࠄߥࠆ
㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚

ᣇᴺ論⊛

ⷙೣߩዉߡߞࠃߦ㆐ᚑߥ߁ࠃߩߘޕࠆ߁ࠇߐⷙೣޟޔߪℂ論ࠍᡰᜬⷰࠆߔኤߦߺߩᵈ⋡ޔޠࠆߔ

Quine-Duhem these) ޕࠆࠇߐߦ߁ࠃߩޔࠆߔήⷞߪኤⷰߚߞ⺋ޔߜࠊߥߔ ⚂᧤ਥ⟵⊛ᚢ⇛) 
(Harding, 1976) 

㧟㧕ࠬࠤ㨏㧕㧔BxޔCy Pzޔன߇ ࠃߩߎޔ߫߃ᓥߦ࠹ߩࠫࡠࠝࠪࠢࡊޔߡߒ㑐ㅪߦ㧕⌀߇

ޔߚߚߞ߹ߒߡߒឃߦࠢ࠶ࠖ࠹ࡑࠣ࠼ࠍน⢻ᕈࠆߡߞ⺋߇㧮ߪࠬࡒޕߥߒሽߪᴫ⁁ߥ߁

߃ࠁࠇߘޕࠆߢ⌀ߡߞࠃߦ⟵ቯߪ㧮̆̆ࠆߔዻߚ߹߽ߦ㧝㧕ߪ㉼⸂ߩࠬࠤߩߎ T1 㧯yߪ ன߇

ࡒޕߥߒ⋪⍦ߣ࠹ၮᧄߩࠫࡠࠝࠪࠢࡊޔߪ論⚿ߩߎߒ߆ߒޕࠆߥߣனޔߺߩ߈ߣࠆߢ

ઙ㧯y᧦ޔ߆ࠆߔឭଏࠍઙ⸥ㅀ᧦ߚߞ⺋߇ኤⷰޔ߫ࠇࠃߦࠬ ␜ឭߪ経㛎ޔߦ߈ߣߥߒሽ߇

Bxޔ߫ࠇߔ⸒឵ޕࠆ߁ࠇߐ ߦ⊛ේೣ߇⸽ޔߦߚߔ␜ࠍߣߎࠆߢ⌀߇
㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚

Cy
㧚㧚

㧮ޔࠇࠄߌะߦ
㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚

x
㧚
ߦ
㧚

ࠆࠅขߦ߁ࠃߥࠇࠄߌะ߇⸽ߪ
㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚

ⷙೣ߇ዉޟޕࠆߢߩࠆߡࠇߐℂ論ߣ経㛎ߩ㑆ߦ⍦⋫

߆ᐞಽߦኤⷰߪߊߒ߽ޔ߆ߚߞ߆ߥߒሽ߇ᴫ⁁ߚߡࠇߐ೨ឭߡߞࠃߦℂ論ߦᏱޔ႐วߚࠇ߇

ࠍࠇߘߣ⿷ਇḩޔࠆߢᔅⷐ᧦ઙߥ⊛⾰ᧄߩⴕὑ̖ޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒᗐቯࠍߣߎࠆ߇ࠅ⺋ߩ

ㇱಽ⊛߽ోߪߊߒ⊛ߦขࠅ㒰ߊน⢻ᕈߪᏱߦሽޔߚࠆߡߒ第ੑߩน⢻ᕈ̆̆ⷰߜࠊߥߔኤ

  (Mises, 1933, 1960, p.30) ޠޕࠆߢࠄ߆ߥߡߒቯ⏕߇ߺߩࠅ⺋ࠆߌ߅ߦ
㨏㧕ࠆߥ⇣ޔߚ߹ߪᣇᴺߦࠫࡠࠝࠪࠢࡊޕࠆ߁ࠇߐ㉼⸂ߢᓥ߫߃㧮x ߥᓧߒሽߪࠅ⺋ߩ

㧮xޔࠄ߆ߛߩ ߥߐ߽ࠍℂଔ୯⌀ࠆߥ߆ߪ
㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚

T1ޔࠅࠃߦߣߎࠆߔⷙቯߣ 回ㆱࠍᨐ⚿ࠆߥߣன߇



㧮xޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ T1ޔ߫ࠇߔߣߥߚᜬࠍℂଔ୯⌀߇ ߤޔ႐วߩߎߒ߆ߒޕߥ߃ࠇ߆ዉߪ

ߦ߁ࠃߩ Bx ࠆߡߒㆡวߡߞߣߦ⊛⋠ޔߊߥߪߢன⌀߇㧮ߪ㉼⸂ߩߟ৻㧫߆߁ࠈߛ߈ߴߔ㉼⸂ࠍ
㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚

߁ߣ߆ุ߆
㧚㧚㧚㧚㧚㧚

ᣇᴺ論⊛ේೣߡߒߣࠆߢߣߎ߁ߣࠆ߁ࠇߐߥ㧔ᰴ▵ࠍෳᾖࠃߖ㧕ޕ 
㨓)㧔㧮xࠬࠤ PzޔCyޔ⌀߇ ޔࠤߡߒ㑐ߦன㧕߇ ߩห᭽ߣ㨏㧕ࠬ Cy ޔߒઃ㓐߇論⼏ࠆߔ㑐ߦ

㧮ߩ⌀ℂߪⷙೣ߹ߩ᧤⚂ߪߚ⚿ᨐߣߪࠬࠤߩߎޕࠆ߁ࠇߐߥ㧞㧕ߦዻߢࡦ࡚ࠪࠛࡃࠆߔ

 ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ
 ޕ߁ࠈߥߣᔟࠅࠃޔߢߣߎࠆߓ論ߦ⚦ࠅࠃࠍ㉼⸂ߩ㧝㧕㨪㧟㧕ߪᴫ⁁ߩࠄࠇߎ

 
⚂᧤ਥ⟵⊛┙႐ࠫࡠࠝࠪࠢࡊߩߡߒߣℂ論 
⸥㧝㧕ޔ߫ࠇࠃߦ㉼⸂ߩⴕὑࠞࠧ࠹㧔Bx㧕ߪቯ⟵ޕࠆߢಽᨆ⊛ߢࠝࡊࠕߪߣߎࠆߢ

߇ࠬࡒޕࠆߢ⌀ߦࠝࡊࠕߪಽᨆ⊛⸒ߩߡߴߔߥ߁ࠃߩ⟵ቯޔߚࠍᗧ߁ߣࠆ

ᰴߦ߁ࠃߩㅀޔ߈ߣࠆߴߦ߆ࠄቯ⟵ߩߡߒߣⴕὑࠞࠍࠧ࠹ᗧੱߩߡߴߔޟޕࠆߡߒ㑆ߪⴕ

ὑߩઁߩߘߪࠆޠࠆߔℂ論ࠍቯ⟵ߡߒߣዅ㊀ޔߪߣߎࠆߔ㗫❥ߦ ࠆࠇߐ⼂論⊛┙႐ߢ

⟵ਥ᧤⚂ߪ႐┙ߥ߁ࠃߩߘޕࠆ Conventionalism ࡓࠛࡘ࠺ޔࠇߐ⒓ߣ Duhem ࠖ࠺߿学⠪ືߥ߁ࠃߩ

Hugo Dinglerࠣࡦ ߪℂ論߫ࠇࠃߦ႐┙ߩߎޕߚ߈ߡࠇߐᡰᜬߡߞࠃߦ学⠪ືߩ࠷ࠗ࠼ߥ߁ࠃߩ

ቯ⟵ޔࠅߢߡߒ⸽ޕࠆߢ⌀ߦࠝࡊࠕޔߕࠇߐ⚂᧤ਥ⟵ߩઍ⠪ޔߪ⑼学߇経㛎⊛ၮ␆߆

Ꮻࠆߔਥᒛࠍߣߎߊዉࠍ෩ኒ৻⥸㗴ޔߒ⊑ߦ߽ߣߣⷰኤ㗴ߚࠇߐߥ߇ℂ⸽⌀ޔࠇ߆ዉࠄ

⚊ਥ⟵⠪ߦኻ┙ޕࠆߔᏫ⚊ਥ⟵⊛ޔ߫ࠇࠃߦ࠴ࡠࡊࠕ㗴ޔߺߩ߈ߣࠆߢ⌀߇෩ኒ৻⥸㗴

ਇนᰳߡߞߣߦ学⑼ޔߪߣߎࠆߔឭଏࠍታ⸥ㅀࠆߢ⌀ߦቢో߇ⷰኤ㗴ޔࠅߢ⌀ߦห᭽ߪ

߆వ߿ޔ߇♖ߩ学⠪⑼߁ⴕࠍኤⷰߪᏫ⚊ਥ⟵⠪ޔߚࠆߔ㆐ᚑࠍᔅⷐߩ学⑼ߩߎޕࠆߢ

 ޕࠆߔਥᒛࠍᔅⷐࠆߡࠇߐᵺ化ࠄ
Ꮻ⚊ਥ⟵⠪ߩ⑼学᭴ᗐߦኻޔߒ⚂᧤ਥ⟵⠪ⷰߪኤ߇Ᏹߦℂ論ߢḩߣߎࠆߡࠇߐߚ

㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚
ኤⷰߜࠊߥߔޔ

㧚㧚

ߣߎࠆߢߩ߽ߚࠇߐ⩄⽶ࠍℂ論ߦᏱߪ
㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚

ቯ᷹ࠍ߆ߦᏱߪኤ⠪ⷰޔ߈ߣࠆࠇߐߥ߇ኤⷰޕࠆߔ⺞ᒝࠍ

ᦸ㆙㏜ߪኤ⠪ⷰߦߚࠆߔኤⷰࠍᤊ߿ᖺᤊ߫߃ޕࠆߢߩࠆߡߒ↪ࠍౕߩߚࠆߔኤⷰޔߒ

ࠍℂ論ޔߪਥ⟵⠪᧤⚂ࠄ߆ߎߎޕࠆߢߩ߽ߚࠇߐ⸘⸳ߡߞᓥߦⷞⷡℂ論ߪᦸ㆙㏜ޔ߇ࠆߔ↪ࠍ

ࠆߔ⸽ࠍ࡞࠺ࡕߊឬࠍ⁁ᴫౕߚࠇߐ᭴ᚑߡߞᓥߦℂ論ޔߊߥߪߢℂ論ߪᢱ⾗ࠆ߁ߒ⸽
㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚

ޕࠆߔ論⚿ߣ

ℂ論ߪᏱߦᱜޔߊߒቯ⟵ޔࠅߢ⌀ߦࠝࡊࠕߡߞࠃߦ⸽߇࡞࠺ࡕޔ߽ߡߒߣߚߓ↢߇᫈ළࠇߐ

 ޕࠆߢߩߥࠄߥ߫ࠇߌߥ
␠会⑼学ࠆߌ߅ߦ⌀ℂ⹏ଔၮḰߩߡߒߣ経㛎ࠍᜎุࠆߔ⼏論ࠍᱜᒰ化ߪࠬࡒޔߡߞߚߦࠆߔ

⚂ޔߟߟߒ⺞ᒝࠍℂ論⽶⩄ᕈ㧕ߩኤⷰߪߚ߹㧔ߣߎࠆߢน⢻߇ኤⷰߺߩߡߞࠃߦℂ論ߥࠝࡊࠕ

᧤ਥ⟵⊛ߥ┙႐ߦ㑐ㅪߦ߁ࠃߚߡߒᕁޟޕࠆࠇࠊⴕὑޔߪቯ⟵ޔࠅࠃߦᏱߦวℂ⊛ޠޕࠆߢ㧔Mises, 
1933, 1960, p.35㧕 
߃ࠇߐᱜᒰ化ߪ࠹ߩၮᧄ⊛┙႐ߩࠬࡒޔ߽ߡߒߣߚߒߥߺߣ⟵ቯࠍࠧ࠹ⴕὑࠞߒ߆ߒ

ࡊࠕߪಽᨆ⊛㗴ߥ߁ࠃߩ⟵ቯޔߚࠍᗧ߁ߣࠝࡊࠕߪಽᨆᕈޔߦ߁ࠃߚߒ೨ㅀޕߥ

߅ߡࠇ߹ߦᗧߩࠧ࠹ⴕὑࠞߡߴߔߦᣢޔߪ⚛ⷐߩℂ論⑼学ߩ㑆ⴕὑੱޟޕࠆߢ⌀ߦࠝ

ߘ㧔Mises, 1962, p.8㧕ޠޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒߦ߆ࠄߡߞࠃߦߣߎࠆߔㅀߒ㉼⸂ࠍౝኈߩߘޔࠅ

ߡߒ㑐ㅪߦታߦห᭽ޔߊߥߪߢߌߛߥ⌀ߦࠝࡊࠕ߇会⑼学ℂ論␠ߪࠬࡒߕࠄࠊ߆߆߽ߦࠇ

ޕࠆߔਥᒛࠍ(.Mises, ibid)ޠߔࠄߚ߽ࠍ⼂⍮ߥኒ♖ߢ⏕ᱜߩታߪࠫࡠࠝࠪࠢࡊޟ̆̆ߣߎࠆ

経㛎ߣታߦ㑐ㅪࠆߔቯ⟵ߩߡߒߣℂ論ߩߣ㑐ଥࠍ⺑ߥࠢ࠶ࠖ࠹ࡑࠣࡊߪࠬࡒޔߦߚࠆߔ

⼏論ߦ㑐ㅪⷰޔ߫ߒ߫ߒߪࠬࡒޕߚߞ߆ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒኤߪᏱߦℂ論ࠍ⢛⽶ޔࠅߢߩ߽ߚߞ

 ޕࠆߔ⺞ᒝࠍߣߎࠆߢౕ̉̈ߩߡߞߣߦ⼂ߩ㑆ੱߪℂ論ߡߞ߇ߚߒ
 
น⢻ࠍߣߎࠆᓧࠍ⼂⍮߃ࠁࠇߘޔߒ経㛎ߒᕁ⠨߇㑆ੱߡߞࠃߦࠇߘޔߪߣࠧ࠹ࠞߥࠝࡊࠕ

ࠆߢน⢻ߡ߅ߦ㗴ߥࠝ࠹ࠬࡐࠕޔߪᅷᒰᕈߪߚ߹ℂᕈ⌀ߩߘޕࠆߢ⊛ⵝ♖ࠆߔߦ

ࠄ߆ߩ߽ߥߢ߁ߘޔࠍᅷᒰᕈ߿ℂ⌀ޔߪࠇߘࠄߥߗߥޕߥ߃ࠇߐุ߽ቯ߽⸽ޔߪߦ߁ࠃ
㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚

ౕࠆߔߦน⢻ࠍߣߎࠆߔ
㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚

ޕੱߥࠄߥ߆߶ߦࠄ߆ࠆߢ 㑆⍮⼂ޔੱߪ 㑆ߩ⍮ⷡ߮ࠃ߅♖ߩᧄ⾰



ࠆࠇߦሽߥቢోޔ߹߹߇̍ࠆ̌ ࠍታߪੱޕࠆߢߩ߽ࠆߖߐߦℂ⸃น⢻ޔ߇᭴ㅧߪߚ߹

ࠍታࠆߖߐߦน⢻ࠍߣߎࠆ߇⾰⾗ߩ⍮ⷡ߮ࠃ߅㑆♖ੱߛߚޔߊߥߪߢߩࠆߔ⼂ߡߒߣߩ߽

ޕࠆߢߩࠆ㧔Mises, 1962, p.18,ᒝ⺞ߪ╩⠪㧕 
 

 ,Mises, 1933, 1960)ߟߟߒ⸒ߦ⇇㒢ߩ⼂㑆ੱࠆߌ߅ߦ学⊛តⓥ⑼ޔߪࠬࡒࠄ߆ὐⷰߩߎ
p.48)̈ޔ ౕ̉ࠫࡠࠝࠪࠢࡊߩߡߒߣℂ論ޔߪታ↪⊛ߥ▸࿐ߦ㒢ቯ߈ߴࠆࠇߐ

㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚
 ޕࠆߔߣࠆߢ

 
ⴕὑߩ⑼学ߩߘޔߪ⸃ᚻᴺ߇⋥ធ⊛㕖⋥ធ⊛ߦታ〣⊛⋉ߦ↪ࠆߔ㗴ࠍߺߩᛒߪࠇߘޕ߁

ᣢߦ⺑ߚߒℂ↱ߩߘޔࠄ߆ᦨ大㒢ᐢ▸࿐ߩ৻⥸ᕈߡ߅ߦ⠨ߩߡߴߔࠆ߁߃ⴕὑᔨࠍขࠅࠇ

 (Mises, 1933, 1960, pp. 31-31)ޕߥߒ㑐ㅪߪߦዷ⊑ߚߒ⚿ቢޔߩ♽൮⊛ࠆ
 

ޔ߫ࠄߥࠆߔឭଏࠍᱜᒰ化ߡߞࠃߦ߇࡞࠺ࡕߚࠇߐ▽᭴ߡߞᓥߦ⟵ቯߒᱜޔߪࠬࡒߡߒߘ

↪߫ࠄߥߥࠇߐ⸽ߜࠊߥߔ
㧚㧚

ߣߎࠆࠇߐ┙⏕ޔࠅߢ
㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚

 ޕࠆߔ⸒ߦ
 

ℂ論ߣ経㛎⊛ታߩ㑆ߩਇ৻⥌ߪ⚿ᨐ⊛ޔߦℂ論ߩ㗴ࠍㅢౣߡߓ⠨ࠍߣߎࠆߔᒝߒ߆ߒޕࠆߖߐℂ論ౣߩ

⹜ⴕ߇ᕁ⠨ࠍߣߎߥ߽ࠅ⺋ࠆߥ߆ߦ⸃ߩߘޔ߿ุ߿ࠆߔ⌀ℂߩ⇼ߪޕࠆߥߣߩ߽ߥߩ(Mises, 
1933, 1960, p. 30) 
 

ℂ論ߩ会⑼学␠ޕࠆߢߩߚߒઍᦧߦᔨⷰߩታ↪ᕈߢᗧࠆޔࠍᔨⷰߩℂ⌀ߪࠬࡒߡߞ߇ߚߒ

ℂ論␠会⑼学ߥ⌀ߦࠝࡊࠕߪࠬࡒߦ⊛ᨐ⚿ޔࠅߢ߆ุ߆↪ߦ߁ࠃߩౕߊߥߪߢன⌀ߪ

 ޕࠆߢߩࠆߔᜬࠍౕਥ⟵⊛┙႐ޔߦ⊛ኻᾖߣᗧ࿑ߩり⥄ߔ␜ࠍ
ࠧ࠹ⴕὑࠞߪࠬࡒޕࠆߡߞᱷ߇㗴ߩޔߡߒ㑐ߦ㉼⸂ࠧ࠹ⴕὑࠞߩߡߒߣ⟵ቯߚ߹

 ޕࠆߔ⟵ቯߦ߁ࠃߩએਅޔߒߣࠆߔᗧࠍᗧ⼂⊛ⴕὑߩ㑆ੱࠆߔߣ߁ࠃߒ㆐ᚑࠍ⊛⋠ޔࠍ
 
ⴕὑߩ৻⥸᧦ઙޔߪ৻ᣇߪߢਇḩ⿷ߩ⁁ᘒ߁߽ޔࠅߢ৻ᣇߩߘߢਇḩ⿷ࠍⴕὑߡߞࠃߦᡷޔࠆ

ᔅὼߡ߅ߦᔨߩⴕὑޔ߇ߌߛઙ᧦ߚࠇߐ化⥸৻ߩࠄࠇߎ㨯㨯㨯ޕࠆߢน⢻ᕈࠆߔᡷༀߪߊߒ߽

ޔߪࠇߘߜࠊߥߔޕࠆߔଐሽߦᔨ⥸৻ߩⴕὑޔߪᔨ⊛᧦ઙߩⴕὑߩઁߩߘޕࠆߡࠇߐ೨ឭߦ⊛

ౕ⊛ⴕὑࠍ᧦ઙߡߒߣᔅ߽ߒߕ⸳ቯߥߒ
㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚

 (⠪╩ߪ⺞Mises, 1933, 1960, p.24,ᒝ)ޕ
 

ࠆ߉ߔᦌᤒߢ⊛⥸৻ޔߪ⟵ቯߩࠧ࠹ⴕὑࠞ߁ߣᡷༀ̉ߪߚ߹㒰ߩ⿷ਇḩ̈ߥ߁ࠃߩߎߒ߆ߒ

ࠃߦ⟵ቯߥ߁ࠃߩޠࠆߔᗧࠍᡷༀߪߚ߹㒰ߩ⿷ਇḩޔߪߣߎࠆߔⴕὑߦ⊛วℂޟޕࠆࠇࠊᕁߦ߁ࠃ

ࠆ߁ࠇߐ㕖วℂ⊛ⴕὑ߽⺑߮ࠃ߅⊛วℂࠆߥ߆ߡߞ
㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚

วℂ ޕࠆߢ⊛ห⺆ᓳߪ⟵ቯߩߎޔߚ

 ޕߥ߃ࠇߐ߿ߪ߽ߪ㕖วℂ⊛ⴕὑ߮ࠃ߅⊛
ߺߣ⟵ቯࠍࠧ࠹ⴕὑࠞߦߚߔ␜ࠍߣߎࠆߢࠝࡊࠕ߇会⑼学␠ޔ߇ࠬࡒߡߞ߇ߚߒ

ޔߦ⊛ኻᾖߣᗧ࿑ߩࠬࡒߔ␜ࠍߣߎࠆߢ⌀ߦࠝࡊࠕ߇会⑼学␠ޔ߽ߡߒߣߚߞߣࠍ㉼⸂ߔߥ

ઍᦧߦᔨⷰߩ↪ᕈࠍᔨⷰߩℂଔ୯⌀ߪࠬࡒ
㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚

ޕߚߞ߆ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒᜬࠍౕਥ⟵⊛┙႐ޔߒ

 ޕࠆߢߩߚߞ߆ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒᜎุࠍᔨⷰߩวℂᕈޔߡߒߦᗧ࿑ߩり⥄ࠬࡒߚ߹
ᧄ▵ߢ論ޔߦ߁ࠃߚߓⴕὑࠞࠍࠧ࠹ቯ⟵ߣࠫࡠࠝࠪࠢࡊޔߡ߅ߦ㉼⸂ߔߥℂ論߇㚛

ࠪࠢࡊߩߡߒߣቯ論⊛࿃ᨐᓞޔߒዉࠍⷙೣߩߚࠆߔឃ㒰ࠍ経㛎ߩߡߒߣᛕ್⊛ၮḰࠆ߁ࠇߐ

㗴ߩࠫࡠࠝ T1 ᱜᒰ化ߩℂ論ޔ߇ⷙೣߩߊᄙߩห᭽ޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ回ㆱࠍ㚛ߩࠄ߆経㛎ߪ

ࠍᅷᒰᕈ߇ℂ論ޔߡߞࠃߦቯߥࠢ࠶ࡎ࠼ࠕߟ߆ㆡಾޕࠆࠇߐዉߚࠆߥߣน⢻ߦ⊛ේℂߦᏱ߇

ਥᒛߩߚࠆߔ㗔ၞࠍ㒢ޕࠆߢߩࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ 
 

5)方法論的原則および方法論的個人主義の立場としての行為カテゴリー  

೨▵㧟㧕ߩ⁁ᴫಽᨆߩ⚿ᨐޔߪߟ৻ߩBx㧔ⴕὑࠞࠧ࠹㧕߇ᣇᴺ論⊛ේೣࠄߥࠆࠇߐ㉼⸂ߡߒߣ



㧮xޔ߫ ↪ታߕߚᜬࠍℂଔ୯⌀ߪ
㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚

ߺߩࠆߔࠍଔ୯ߥ⊛
㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚

ߚߒࠍℂଔ୯⌀ߪࠧ࠹ⴕὑࠞޔࠅߢ

㗴ࠆࠇߐ㉼⸂ߡߒߣᔅⷐޕߚߞߢߣߎߥ߇ᣇᴺ論⊛ේೣ߇ੱߪ㆐ᚑߣߚߒᦸߡߞߣߦ⊛⋠
㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚

↪ޔࠅߢ߆ุ߆⌀ℂଔ୯ࠍᜬޔߕߚታ↪ଔ୯߆ߒޕߥߐᧄ▵ߢ╩⠪߇ࠬࡒޔߪᣇᴺ論⊛

ੱਥ⟵ߩ┙႐ࠍᠩ⼔ࠍߣߎࠆߔ⠨ᘦޔߒⴕὑࠞ߇ࠧ࠹ᣇᴺ論⊛ේೣࠍߣߎࠆ߁ࠇߐ㉼⸂ߡߒߣ

ឭߩࠬࡒޕߚߒⴕὑࠞ߇ࠧ࠹ᣇᴺ論⊛ේೣߓߪޔߦߚߔ␜ࠍߣߎࠆ߁ࠇߐ㉼⸂ߡߒߣ

 ޕࠆߔ⺑ߡߟߦᔨⷰߩ⟵ᣇᴺ論⊛ੱਥߦ
 

ᣇᴺ論⊛ੱਥ⟵ⷰߩᔨ 
ᣇᴺ論⊛ੱਥ⟵ߪ⑼学ߦ㑐ࠆߔℂ論ࠅࠃޔࠅߢᱜ⏕ޔߪߦℂ論␠会⑼学ߩ⺑᭴ㅧߦ㑐ࠆߔℂ

論ޕࠆߢᣇᴺ論⊛ੱਥ⟵ޔ߫ࠇࠃߦ␠会⊛ታޔㆊ⒟ߪߚ߹ޔ⽎ޔ߇ੱߩᗧ࿑⊛ⴕὑߩ⋧

↪ࠆࠃߦᗧ࿑ࠆߑߖ⚿ᨐߡߒߣ⺑ޔߺߩߦ߈ߣࠆࠇߐ␠会⑼学ℂ論ߪචಽߦ⺑ޕࠆ߁ࠇߐ⥄ὼ

⑼学߇⽎ߩ⺑ߦ੍᷹߮ࠃ߅㑐ㅪࠆߔ৻ᣇޔߢ␠会⑼学ߪ⽎ߥ⊛ဳౖߩㆊ⒟ߩ⺑ߦ㑐ㅪߔ

ⵍ⺑㗄ࠆࠁࠊޔኤ㗴ⷰࠆߔคㅀࠍኤⷰޔߪߣ⺑ߩኤⷰࠆߌ߅ߦὼ⑼学⥄ޕࠆ explanandum
㗄⺑ࠆࠁࠊࠆᚑࠄ߆෩ኒ᥉ㆉ㗴ޔ߇ explanan ߆ዉߦ⊛論ℂޔࠄ߆㗴ߊឬࠍೋᦼ᧦ઙߣ

 ޕࠆߥߦ߁ࠃߩએਅߪ᭴ㅧߩ⺑߃ࠁࠇߘ㧔Popper, 1935, 2002, pp.38-40㧕ޕࠆߔᗧࠍߣߎࠆࠇ
 
⥄ὼᴺೣ㧔経㛎⊛ߥ෩ኒ᥉ㆉ㗴㧦⺑㗄㧕 
ೋᦼ᧦ઙ㧔㗴㧕 
⺑ⷰ߈ߴࠆࠇߐኤࠍឬߊ㗴㧔㗴㧦ⵍ⺑㗄㧕  

 
ೋᦼޕࠆ߁ߒ⺑ߦ⚦ࠍࠈߎߣࠆߔᗧߡߞࠃߦᨐ⚿ߣේ࿃ޔࠅࠃߦ᭴ㅧ⺑ߩߥ߁ࠃߩߎ

᧦ઙߪේ࿃ࠍឬޔ߈৻ᣇߢⵍ⺑㗄ߪ⚿ᨐࠍឬޔߜࠊߥߔޕߊේ࿃ߣ⚿ᨐߪ㗴ߡߞࠃߦ
㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚

คㅀߐ

ࠆߔ⺑ࠍ⽎ࠆ߁ࠇߐኤⷰߒࠅ➅ߜࠊߥߔޔ᧪ߪߚ߹ㆊ⒟ߥ⊛ဳౖߪ会⑼学␠ߒ߆ߒޕࠆࠇ

Ⓙേࠍ࡞࠺ࡕߦ⊛ኻᾖߣὼ⑼学⥄ޔߪ㗴ࠆߌ߅ߦ会⑼学␠ߡߞ߇ߚߒޕࠆ↪ࠍ࡞࠺ࡕߦߚ

 ޕࠆᚑࠄ߆ೋᦼ᧦ઙ⊛⥸৻ࠆߔคㅀࠍ෩ኒ᥉ㆉ㗴㧕ߜࠊߥߔ⺑㧔ߣઙ᧦ࠆߖߐ
␠会⑼学ߦ㑐ߩ࡞࠺ࡕࡠࠢࡒߣ࡞࠺ࡕࡠࠢࡑޔߡߒ 2 ⒳㘃ࠍ࡞࠺ࡕߩࡕߩࠇߕޕࠆ߁ߒ

ߦේℂࠆߖߐⒿേࠍ࡞࠺ࡕߪ㆑⋦ߩࠄࠇߘޔ߇ࠆߔคㅀࠍ会⁁ᴫ␠ߡߒ↱経ࠍೋᦼ᧦ઙ⊛⥸৻߽࡞࠺

㑐ㅪߪ࡞࠺ࡕࡠࠢࡑޕࠆߔㅢᏱޔ経㛎⊛ߥ෩ኒ᥉ㆉ㗴ߡߞࠃߦⒿേࠆࠇࠄߖߐ㧔㧦ߩ࠭ࡦࠗࠤ

ᶖ⾌㑐ᢙߤߥ࡞࠺ࡕ☴⚐ߩ㧕ߪߣ࡞࠺ࡕࡠࠢࡑޕኻᾖ⊛ߪ࡞࠺ࡕࡠࠢࡒޔߦੱ߇⁁ᴫߩ論ℂߦᓥ

Ⓙߡߞࠃߦวℂᕈේℂࠆࠁࠊޔߔᜰ⋠ࠍߣߎࠆߔ㆐ᚑࠍ⊛⋠ߥ⊛ᴫ⁁߇ੱߪࠆࠆߔⴕേߡߞ

േߩ࡞࠺ࡕࡠࠢࡒޕࠆࠇࠄߖߐචಽߥ⺑᭴ㅧޔ߫߃ߣߚߪㆬᅢޔߩੱޘᖱႎޔ㆐ᚑߣߚߒᦸ

ߢߺߩߊឬࠍ会⊛⁁ᴫ␠ߪೋᦼ᧦ઙ⊛⥸৻ߒ߆ߒޕࠆᚑࠄ߆ೋᦼ᧦ઙ⊛⥸৻ߊឬࠍᮡ⋠ߥ⊛ᴫ⁁

ࠃߦ⟵ᣇᴺ論⊛ੱਥޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐዉ߇วℂ⊛ේℂޔߪߦߚࠆߔ⺑ࠍੱⴕὑޔࠅ

ޘޔࠆ߁ࠇߐ⺑ߡߒㅢࠍ࡞࠺ࡕߊឬࠍቯ߿↹⸘ߩੱޔߪᐲޔㆊ⒟ޔታޔ⽎会␠ޔ߫ࠇ

 ޕߚ߈ߡࠇߐ⺑ߡߒߣᨐ⚿ࠆߑߖᗧ࿑ޔߩ↪⋦ࠆࠃߦᗧ࿑⊛ⴕὑߩੱ
 

ᣇᴺ論⊛ේೣߩߡߒߣⴕὑࠞࠧ࠹ 
ࠇߐ߈ᒁࠄ߆㑆ⴕὑੱߜࠊߥߔޔࠧ࠹ⓥᭂࠞߦ⊛ၮᧄߪℂ論ߩ会⑼学␠ޔ߫ࠇࠃߦࠬࡒ

ޔੱ߫ࠇࠃߦࠬࡒޕࠆ 㑆ⴕὑߪ␠会⊛⇇ߣ␠会⊛ቝቮߩ⺃ᒁࠆߥߣᦨ⚳ේ࿃ final cause ޕࠆߢ

(Mises, 1957, p.160)(Mises, 1949, 1998, p.23)ޟ߇ࠬࡒߢߎߎ߇ߛᦨ⚳ේ࿃ߢ⺆↪߁ߣޠࠍ

ᗧ߁ߣޔ߆߁ࠈߛߩߚߡߒੱޟߪࠬࡒࠄߥߗߥޕࠆߓ↢߇㑆ߪⴕὑੱߡߒߣޠࠆߔ㑆

ⴕὑߩⓥᭂᔨࠍឭ␜ߩߤޔ߇ࠆߡߒᗧߩߎߡ߅ߦ෩ኒ᥉ㆉ⊛ߥ㗴߇ේ࿃ߣ߆ࠆ߁ࠇߐߥ
㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚㧚

᥉ㆉޔࠇ߆ឬߡߞࠃߦ㗴߇ේ࿃ޔߪಽᨆߩ⺑᭴ㅧߩ೨ㅀޕࠆߢࠄ߆ߛਇ⍎ߡߟߦ

 ޕߚ߈ߡߒ␜ࠍߣߎߥߪߢߩ߽ߥ⊛
╩⠪ߩ⠨ޟߩࠬࡒޔ߫ࠇࠃߦ߃ᦨ⚳ේ࿃ߩޠᒻ⠰学⊛ⷰᔨޔߪᣇᴺ論⊛ේೣࠇߐ㉼⸂ߡߒߣ

ࠇߐᒻᑼุ߽ቯ⺑ࠆߥ߆ߩઁߩߘޔࠅߢߩࠆߔ⺑ࠍ⽎ޔߦ႐วࠆ㆚ߦේೣ⥸৻߇ੱޟޕࠆ߁

⺑ߩᚑ↢߮ࠃ߅ሽߩ⽎ޔᦨ⚳ේ࿃ࠆߢ␆ሽ論⊛ၮޔߡߒߪߣ⺑ࠆߌ߅ߦᗧߩߎޕࠆ



ℂ論␠会ߩߡಠࠍࠧ࠹ⴕὑࠞߩࠬࡒޔߡ߅ߦᗧߩߎ(Mises, 1933, 1960, 3.1)ޠޕߥߪߢ

⑼学⊛⺑ߩਛᔃߦሽࠆߔวℂᕈේℂ̆̆߫ࠇࠃߦࠬࡒ␠会⊛⇇ߩⷐ࿃̆̆ߒ㉼⸂ߡߒߣ

ߔޔ߇ੱⴕὑࠆദߣ߁ࠃߒ㆐ᚑࠍ⊛⋠ߥ⊛ᴫ⁁ޔߦ⊛ᒻ⠰学ߪࠧ࠹ⴕὑࠞ߃ࠁࠇߘޕࠆ߁

ࠧ࠹ⴕὑࠞߩߎޕࠆ߁ࠇߐ㉼⸂ߡߒߣᣇᴺ論⊛ේೣޔࠆߔਥᒛߣࠆߢᩭᔃߩ会⑼学⊛⺑␠ߩߡߴ

 ,Mises, 1933, 1960)ޕࠆࠇࠊᕁߦ߁ࠃࠆߡߒ⥌৻ߊࠃߣᗧ࿑ߩࠬࡒޔߪߦ⠪╩ߪ㉼⸂ߩ
Cap1.Υ㧟) (Mises, 1962, pp.80-83)(Mises, 1949, 1998, pp.41-44)ޟ㨯㨯㨯␠会⊛ޔߡߴߔߪߩ߽ߥੱ

 (⠪╩ߪ⺞Mises, 1933, 1960, p.43, ᒝ)ޠޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥߢ⼂น⢻߆ߣߡ߅ߦⴕὑߩ
⊛ᣇᴺ論ޔ߫ࠄߥࠆߔਥᒛࠍߣߎࠆߔ␜ឭࠍℂ論ߥ⌀ߦࠝࡊࠕ߇会⑼学␠ޔ߇ࠬࡒߒ߆ߒ

ේೣߩߡߒߣⴕὑࠞߥ߁ࠃߩߘߪ㉼⸂ࠧ࠹ℂ論ߔ␜ࠍᣇᴺࠍឭଏ߁ߣޔ߆߁ࠈߛߩࠆ߁ߒ㗴

ߣల⿷⺑ℂ論ߩ会⑼学␠ޔߪน⢻ᕈߩߟ৻ߔ␜ࠍℂ論ߥ߁ࠃߩߘޔߦ߁ࠃߚߒ␜ߢ▵ᧄޕࠆߓ↢߇

ߎࠆߌᓽઃ․ࠍ⼂論⊛┙႐ߩวℂᕈේℂߩߡߒߣᣇᴺ論ේೣޔࠆߓ↢ࠄ߆⟵ᣇᴺ論⊛ੱਥߩߡߒ

ߖߐⒿߡߞࠃߦวℂᕈේℂޔߪ経㛎ౝኈߩ႐ว␠会ℂ論ߚߞߣࠍ㉼⸂ߥ߁ࠃߩߎߒ߆ߒޕࠆߢߣ

ߐ㚛߇ℂ論ߪ経㛎߃ࠁࠇߘޕࠆߢߩࠆ߁ߒᱷሽߡ߅ߦೋᦼ᧦ઙߥ⊛ဳౖߊឬࠍ会᧦ઙ␠ࠆࠇࠄ

ߦ߃ࠁ߇ࠆߢᣇᴺ論⊛ේೣޔߪ経㛎ߚ߹ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆࠇߐߥߣᛕ್⊛ၮḰߥࠇߒ߽߆ࠆࠇ

วℂᕈේℂߩ⌀ℂ୯ࠍቯဳౖޔ߇ߥߒ⊛ೋᦼ᧦ઙߩ⌀ℂ୯ࠍቯޕࠆߔ೨ㅀࡒߡ߅ߦ࡞࠺ࡕߩ

ઙ᧦ߪࠬ Cy ࠍ㉼⸂ߥ߁ࠃߩߎߒ߆ߒ (Mises, 1933, 1960, p.30)ޕࠆߡࠍߣߎࠆ߁ࠅ⺋߇

 ޕߥ߈ߢߪߣߎߔ␜ࠍᅷᒰᕈ̉ߥࠝࡊࠕ̈ߩࠫࡠࠝࠪࠢࡊޔ߽ߡߒߣߚߞߣ
ⴕὑࠞߡߞࠃߦࠧ࠹․ᓽઃߚߌวℂᕈේℂࠆߔ㉼⸂ࠍ第ੑߩน⢻ᕈߩߘޔߪ⼂論⊛⟎ߌߠ

วℂޔࠍ⸽ߩߡߴߔޔࠇߢ⺑ߥ⸽น⢻ࠆ߁ࠅߥߣன୯⌀ߪᣇᴺ論⊛ේೣᚗ̆̆ࠇߢ߇

ᕈේℂߣห᭽ౣቯᑼ化ߚࠇߐⴕὑࠞဳౖߩ࡞࠺ࡕޔߊߥߪߢߦࠧ࠹⊛ೋᦼ᧦ઙߦኻߡߒะࠆߌ

ቯߩߎޕࠆߢ႐วޔߪߦวℂᕈේℂ߹ߪߚⴕὑࠞߪࠧ࠹Ᏹޔࠅߢ⌀ߦCy ߢனߪߚ߹⌀ߪ

వߩ⥄⁛߇会⑼学␠ޔ߇ቯࠆߔᢿ್ߣࠆߢ⌀ߦᏱߢᴫਅ⁁ߩߡߴߔ߇ࠧ࠹ⴕὑࠞߒ߆ߒޕࠆ

㛎⊛ߥ⑼学㗔ၞ߁ߣޔ߆ࠆߔ⥌৻ߣ⁓ߩࠬࡒߔ␜ࠍߣߎࠆߢ㗴ߪ⸃ޕߥ߃ࠇߐ╩⠪

⠨ࠍቯߥ߁ࠃߩߘޔ߈ߣߚߺ⹜ߣ߁ߘ␜ࠍᅷᒰᕈߥࠝࡊࠕߩࠫࡠࠝࠪࠢࡊ߇ࠬࡒޔߪ

 ޕࠆ߃⠨ߣߒࠊ⇼ߪ߆߁ߤ߆ߚߡ߃
 

概括と結論 

ᧄⓂੱ߇ࠬࡒߪߢ㑆ⴕὑ̈ߩⓥᭂࠞߡߞࠃߦ̉ࠧ࠹ၮ␆ઃߥࠝࡊࠕߩ⥄⁛ޔࠆࠇࠄߌ

ℂ論␠会⑼学ࠍᱜᒰ化ߚ↪ߦߚࠆߔ⼂論⊛⼏論ࠍಽᨆߩߘޔߒᅷᒰᕈࠍᬌ⸽ޕߚߒᧄⓂࠕߪߢ

⹜ߩႺ⇇⸳ቯ㗴⸃߮ࠃ߅Ꮻ⚊ᴺޔߟߟᓥߦኻ⊛ಽ⛘ߩࠝࡊࠕ⊛ᔃℂߣᅷᒰᕈߥࠝࡊ

߽ޔγ㧕ⷰኤ㗴ߪࠧ࠹ⴕὑࠞߩࠬࡒ߫ࠇࠃߦᧄⓂޕߚߒត᳞ࠍ⼂論ߩࠬࡒߡߒߣߺ

ਥ᧤⚂ߪߚ߹⟵ε㧕ቯޔၮᧄሽ論ᒻᑼߩ⇇δ㧕␠会⊛ޔ㗴ߊឬࠍ経㛎ߚࠇ߆ዉࠄ߆ౝⷰߪߊߒ

⟵⊛┙႐ޔζ㧕ᣇᴺ論⊛ੱਥ⟵߹ߪߚᣇᴺ論⊛ේೣߩޔ 4 ㅢޕߚ߃ࠇߐ㉼⸂ߦࠅ 
ᧄⓂߩಽᨆޔ߫ࠇࠃߦ第৻ߦγ㧕ⷰኤ㗴߹ߪߚౝⷰࠄ߆ዉߚࠇ߆経㛎ࠍឬߊ㗴ߩⴕὑࠞࠧ࠹

ࠝࡊࠕߪࠬࡒޔߦߚߔ␜ࠍߣߎࠆߢ学㗔ၞ⑼ߥ⊛వ㛎߇会⑼学␠ޔ႐วߚߞขࠍ㉼⸂

ߦᧄⓂߒ߆ߒޕߚߞ߆ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߐ␜ࠍሽߩⷙೣᕈߥ⌀ߦ⊛వ㛎ߪߊߒน⢻ᕈ߽ߩว್ᢿ✚ߥ

นߩว್ᢿ✚ߥࠝࡊࠕ߽ߢ⥄ࠇߘ論⼏ߩߎߚ߹ޔߕࠊⴕࠍᱜᒰ化ߥ߁ࠃߩߘߪࠬࡒ߫ࠇࠃ

⢻ᕈޕߚߞߢߣߎ߁ߣߥ߈ߢߪߣߎߔ␜ࠍ第ੑߦⴕὑࠞࠍࠧ࠹δ㧕␠会⊛⇇ߩၮᧄሽ

論ᒻᑼߚߒ㉼⸂ߡߒߣ႐วޔγ㧕ߩಽᨆ⚿ᨐߣห᭽ߥࠝࡊࠕߪࠬࡒޔ✚ว್ᢿ߇น⢻ࠆߢ

ਥ⟵⊛┙႐᧤⚂ߪߚ߹⟵ε㧕ቯࠍࠧ࠹ⴕὑࠞߩࠬࡒߦ第ਃޕߚߞ߆ߥ߈ߢߪߣߎߔ␜ࠍߣߎ

ࠝࡊࠕߪࠧ࠹ⴕὑࠞߦ߆⏕ޔߚࠍᗧ߁ߣࠆߢ⊛ಽᨆߪ⟵ቯޔ႐วߚߒ㉼⸂ߡߒߣ

ߦᗧ࿑߁ߣߔ␜ࠍ会⑼学␠ߥᅷᒰߦࠝࡊࠕޔ߽ߢ႐วߚߞណࠍ㉼⸂ߩߎߒ߆ߒޕࠆߢ⌀ߦ

วޔߌ⸳ࠍᣇᴺ論⊛ⷙೣߩߚࠆߔ回ㆱࠍ㚛ߩࠄ߆経㛎ߩߡߒߣᛕ್⊛ၮḰߩℂ論ߪࠬࡒޔߒ

ℂᕈⷰߩᔨุࠍቯޔߒౕਥ⟵⊛┙႐ࠍណޕߚߞ߆ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠄ第྾ߦⴕὑࠞߪࠧ࠹ζ㧕ᣇ

ᴺ論ේೣ߮ࠃ߅ᣇᴺ論⊛ੱਥ⟵ߩ┙႐ߩࠬࡒߪࠇߎޔ߃ࠇߐ㉼⸂ߡߒߣᗧ࿑ߣࠆߔ⥌৻ߊࠃߣ

⠨ߒ߆ߒޕࠆࠇࠄ߃ᣇᴺ論⊛ⷙೣߪ⌀ன୯ޔߕ߃ࠅߪߢ㆐ᚑߣߚߒᦸߡߞߣߦ⊛⋠↪߆ุ߆

ޕߚߞ߆ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒォ឵ߦᔨⷰߩ↪ᕈࠍᔨⷰߩℂ⌀ߡߒߦᗧ࿑߽ߢߎߎߪࠬࡒޔࠅߢ



ࡊࠕߪࠬࡒޔ߽ߡߞߣࠍ㉼⸂ߩᱜᒰ化ߩࠇߕߚ߃↪߇ࠬࡒޔߪ論⚿ߩᧄⓂߡߞ߇ߚߒ

 ޕࠆߢߣߎ߁ߣߥ߃ߒ␜ࠍน⢻ᕈߩℂ論␠会⑼学ߥࠝ
ⷫ⊛ᛕ್ޔߪ⟵వ㛎ਥߩࠬࡒ ⊛ߦᓟߩᄙࠕ࠻ࠬࠝߩߊ学ᵷߩઍ⠪ߡߞࠃߦ⛮ᛚޔࠇߐ

⼏論ߩኻ⽎ޕߚ߈ߡߞߥߣ(Hayek,2004c)(Rothbard, 1960)(Selgin&White, 1996)(Herbener,2002)ޕ
ߺ⹜߇⸂ߩႺ⇇⸳ቯ㗴ࠆߌ߅ߦ会⑼学␠ޔߡߞࠃߦ論⠪ߩ学ᵷࠕ࠻ࠬࠝߩߊᄙޔߦหᤨߚ߹

Ⴚ⇇⸳ቯ߮ࠃ߅Ꮻ⚊ᴺࠆߌ߅ߦ会⑼学␠(Kirzner, 1976)(Hayek, 2004c)(Menger, 1883)ޕߚ߈ߡࠇࠄ

㗴⸃ߩ⹜ߩࠬࡒߡߒߣߺవ㛎ਥ⟵ࠍ⼂論⊛ᱜᒰ化ߩ⼏論ߩਛߦ⟎ߩߘޔߌߠ⼂論⊛┙

႐ࠍ⸃ޔࠝߢߣߎࠆߔ ߡ߃߇㕙৻ߥ㊀ⷐࠆߌ߅ߦᱧผߩᣇᴺ論߮ࠃ߅⼂論ߩ学ᵷࠕ࠻ࠬ

 ޕ߆߁ࠈߛߥߎ
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社会的合ᗧの⺞ᢛとㅴ化�

�る߽のߊて߃ࠄ߆のಽᨆࡓスの社会㓚ࠪステࡦࡈ

 

ਛේ㓉ᐘ㧔྾ᄤ₺ኹ࿖㓙ᢎ大学㧕 

 

 

問題のᚲ在�

 

2006 年 1 月ߢࠬࡦࡈޔ大ߥ߈േࠆࠁࠊޕߚߒ↢⊑߇ೋᦼ㓹↪ᄾ⚂(CPE)ߞߋࠍ

 ޕࠆߢ┵⊑ߩߘ߇ߣߎߚߒ┙ኻߊ㍈߇ߜߚ⠪⧯ࠆߥߣ⽎ኻߩ⚂㓹↪ᄾߩߘߣᮭޔߡ

⊛࿖᳃ޔ߫ߒ߫ߒޔߪߢࠬࡦࡈޔ߽ߡߒߣࠆߢ⒘ߪߣߎࠆ⥋ߢ߹ߦേߥ߁ࠃߩߎ

㑐ߦ会㓚ᐲ␠ߌࠊࠅߣޕࠆߓ↢߇┙ኂኻޔߥ⊛ℂ‛ߪߦᤨޔߒỗࠅߋࠍวᗧߥ

߁ߎޔߦ߹ޕߚ߈ߡߒߎ߈ᒁࠍ大論ߥ⊛ㆊᐲ߽࿖᳃ޔߪᡷ㕟ߥ߹ߑ߹ߐࠆߔ

ߘ会㓚ᐲ␠ޔߊߥߪߢߩࠆ߃ᝒߡߒߣࡁࡕߥ⊛ᱶ․ࠬࡦࡈࠍᣇࠅߩวᗧᒻᚑߚߒ

ߩ会㓚ᐲ␠ޔ߫ࠄߥࠆ߃ᝒߦ⊛⥸৻ߣࠆߢᐲ⊛⽎ᒻᘒߩวᗧߥ⊛会␠߇ߩ߽ߩ

ᱧผౕ⊛ᄌኈߩߘߣ進化ࠍㄡޔߪߣߎࠆ␠会⊛วᗧߩ⺞ᢛߣ進化ߩ╭ࠍㄡߣߣߎࠆห

᭽ޕࠆ߃ߣࠆߢ 

ᧄⓂࠆ߆߆ޔߪᚢᓟߩࠬࡦࡈ␠会㓚ᐲߩᱧผ⊛⊒ዷߣᄌ化ࠍㅊޔ␠会⊛วᗧߩ

⽎ᒻᘒߩߡߒߣ␠会㓚ᐲߪߦࠄߐޔ߇␠会⊛ᅷදߩ㊀ⷐߥᜰᮡࠆߥߣ␠会㓚ᐲ

ࠆߡߒ▽᭴ࠍ࡞࠺ࡕℂᔨ⊛ᴦߥ߁ࠃߩߤߚ߹ޔࠇߐ᭴ᚑߡߠၮߦේℂࠆߥ߆ޔ߇

ߞ߇߮߆ᶋࠄ߆⸽ᬌߩ⺑ߩߎߡߒߘޕࠆߺ⹜ࠍ⸽ᬌߩ⺑ߩవޔߒ⸛ᬌߡߟߦ߆ߩ

ࡠࡊࠕ⊛ᱧผ␠会経済学ࡠࠢࡑࠆߔኻߦ論ߥ߹ߑ߹ߐࠆߋࠍ⟵ᔨቯߩᐲޔࠆߊߡ

ޔߚߒߣᇦࠍᐲޔࠍ経済␠会ޔߪߩࠆࠇߐ␜ߢߎߘޕߚߺߡߒ␜ឭࠍ╵⸂ߩࠄ߆࠴

ᴦ⊛ߣࠬࡠࡊ経済⊛ᷙߩࠬࡠࡊว⊛ߥേᘒࠆ߃ᝒߡߒߣ⹜ޕࠆߢߺ 

 

 

１㧚ࡦࡈスのޟ社会⼔ࠪޠステࡓ㧦そのᱧผ的・ᐲ的࠽ࠗ࠳ミ࠭ࡓ 

 

㧔１）社会⼔の⻉概ᔨとそのㆇ༡ࠪステࡓの․ᓽ 

ޔࠆߔ൮߽ࠍޠ会㓚ᐲ␠ޟࠆࠁࠊޔߪࡓ࠲߁ߣޠ⼔会␠ޟߥࠇ⡊ᘠߩߎ 

߇ࡓ࠲߁ߣޠ⼔ޟߢߎߎޕࠆߡߒᗧࠍᐲᔨߩࠅࠃޔߥ⊛ᱶ․ࠬࡦࡈ

ߦ⛔વ߁ߣޠࠆߔࠍᮭߩ⼔会␠ߪ࿖᳃ޟߩ᧪㕟એࠬࡦࡈߪߩࠆߡࠇࠄ↪

ޕౕࠆࠃߦߣߎߚ߈ߡࠇࠊၭߦ⊛ᱧผ߇ࡓ࠹会㓚ࠪࠬ␠ࠅೣ ⊛ޔߪࠇߎߦක≮ޔ年㊄ޔ

 ޕߔᜰࠍᐲߩߡߴߔࠆߔ㑐ߦᄬᬺ1ޔ会⊛ឃ㒰␠ޔ∛∔

෩ኒߩ⪲⸒ޔ႐วߩࠬࡦࡈޕ߁ࠃߺߡߒⷰࠍోߩࡓ࠹会㓚ᐲࠪࠬ␠ޔߕ߹

                                                  
1
ᄬᬺߪ෩ኒޡޔߪߦ␠会㓚ᴺౖߦޢ߹ޡޔߕࠄ߅ߡࠇഭᴺౖߦޢ߹ޕࠆߡࠇ 
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ᄬ↪㓹ޕࠆߢޠ≯කޟߣޠ年㊄ޟޔߪߩࠆߡࠇߐߥߺߣޠ会㓚ᐲ␠ޟߩߢᗧߥ

ߢߺ⚵ᐲ⊛ᨒߥ߈大ࠅࠃޔߪᐲࠆߔኻᔕߦࠢࠬޔߚߞߣ会⊛ឃ㒰␠ޔኅᣖޔᬺ

ߪࠇߎޔ߽ߢ会㓚会⸘␠ߩᐭޕࠆࠇߐߥߺߣߩ߽ߔዻߦࡓ࠹ࠬࠪޠ⼔会␠ޟࠆ

ࠆࠃߦ会㒾ᣇᑼ㧔ഭ␠ޔߦ⊛ၮᧄޔߪޠ≯කޟ߿ޠ年㊄ޟޔߚ߹ޕࠆߡࠇߐಽߦ⏕

㒾ᢱߩ㧕ߢㆇ༡ޔ߇ࠆߡࠇߐ࿖ኅࠆࠃߦ⒢⽶ᜂ߽ሽޕ2ࠆߡߒ 

߅ߦࡓ࠹ㆇ༡ࠪࠬߩᐲߩޘޔߪߩߥ㊀ⷐߦᓽએ․ࠆߌ߅ߦಽߩᐲߚߒ߁ߎ

ޔࠍࠠ࡞ࠛࡅ⊛❰⚵ࠆࠇߐㆇ༡߇ᐲޔߦߚࠆߔߦ⏕ࠍ㆑ߩߎޕࠆߢᓽ․ࠆߌ

年㊄ᐲࠍߦขޔࠅ◲නߦ࿑ᑼ化ޕ߁ࠃߺߡߒ 

 

㧨年㊄ᐲߩㆇ༡ᣇᑼ㧪 

ഭᣇߩࠄ߆㒾ᢱߩᓽψ第ਃ⠪ᯏ㑐㧔৻⥸ᐲ߫ࠇߢ ARRCO㧕ࠆࠃߦ㊄▤ℂ

ψഭઍࠆߥࠄ߆第ਃ⠪ᯏ㑐ߩᆔຬ会ࠆࠃߦ⛎ઃ᧦ઙߩክᩏ߿ᡰ⛎ቯψฃ⛎ᮭ⠪߳ߩ

ᡰ⛎ 

 

ߥ⇣ߦ大߇ㆇ༡ਥߩᐲߪߣߤߥ日ᧄޔ߽ߡߞߢ会㒾ᣇᑼ␠ߓหޔߡߞ߇ߚߒ 

ߣࠍද⼏ࠆࠃߦᐭઍ߮ࠃ߅ഭઍߡߒ⽾৻ޔߪߢࠬࡦࡈޔߜࠊߥߔޕࠆߡߞ

࿖ࠍ㗄ߚࠇߐቯߢഭઍߨ߅߅߽ߡߟߦߩ߽ߩߘ⸘⸳ᐲޔࠅߢߩߚ߈ߡߞ

ኅ߇ᴺᓞߢㅊ߁ߣࠆߔᒻᑼࠅ߹ߟޕߚ߈ߡߞߣࠍᐲߩᱧผ⊛⊒ዷㆊ⒟19ޔߢ߆ߥߩ

♿એ᧪ߩ済⚵วߩવ⛔ޔࠅೣߦಽᮭ⊛ߥᐲㆇ༡߇ⴕࠆߢߩߚ߈ߡࠇࠊ㧔ᵻ㊁2005ޔ㧕ޕ 

ޔߒ⸘⸳ᐲ߇ਥߥ⊛ઍޔߢ⊛ਛᄩ集ᮭޔߪ会㓚ᐲ␠ߩࠬࡦࡈޔߡߞ߇ߚߒ

ၞหᬺ↥ฦડᬺޔߊߥߪߢߩ߽ࠆࠇߐ↪ㆇߡߠၮߦࠠ࡞ࠛࡅ⊛ᴦߟ߆

Ფߦಽᮭ化ߚࠇߐᗧᔒቯߦၮޔ߈ߠᐲ⸳⸘ޔࠇߐㆇ༡߁ߣࠆࠇߐ․ᓽࠍޕࠆߡߒ

ᐲోߩ᭴࿑ߡࠊ߈߇ⶄ㔀ߥ߁ࠃߩߎߪߩࠆߢℂ↱ߦ߇ࠈߎߣࠆ大ࠃߩߎޕ߈

ߪ࿖ኅޔࠅ߽ߣߎࠆߔ┙ኻߣᐲߩઁ߇ߩ߽ߩߘᐲߩߟ৻ޔߪߢਅߩᐲ⊛᭴࿑ߥ߁

ࠆᎼࠍ会㓚␠ߊߣߏߩᒰὼߡߞ߇ߚߒޕࠆߥߣߣߎ߁ᜂࠍᓎഀߩᢛ⠪⺞ߩ┙ኻߚߒ߁ߎ

␠会⊛วᗧޔߪฦᐲߩኂߩኻ┙ߣ࿖ኅࠆࠃߦ⺞ᢛ߁ߣ࿑ᑼޟߜࠊߥߔޔᅷදࠍޠ

ࠬࡦࡈޔ߃ᝒࠄ߆ὐⷰߥ߁ࠃߩߎࠍ会⊛วᗧ␠ߕ߹ߣ߭ߪߢ論⼏ߩએਅޕࠆߥߣߣߎ߁

 ޕࠆߔᨆ⸂ࠍ会㓚ᐲ␠ߩ

 

㧔２）�⚻ᷣᚑ㐳と社会㓚⽷の㑐ଥ㧦ᐲのઍ的ᄌኈ�

ߞ߇ߚߒޕࠆߡߒଐሽߦ㒾ᢱࠆߔߣⷙḰࠍᚲᓧߡߓ✚ޔߪ会㓚⛎ઃ␠ߩࠬࡦࡈ

ߦဋⴧߩ会㓚⽷␠߇経済⊛ᄌേޔߴᲧߣઃ⛎ߚߒଐߦ㗵⒅⒢ోޔߊߣߏߩᒰὼޔߡ

ਈࠆ߃ᓇ㗀ߪ大ޕ߈経済ⅣႺߩᄌ化ࠅࠃߦ㒾ᢱߣ⛎ઃᡰ߇ࠬࡦࡃߩ፣ޔࠆࠇ

࠺ߩߩ߽ߩߘᐲޔ႐วߚߓ↢߇ᘒߥ߁ࠃࠆߔⓍ⚥߇ਇဋⴧߡߞߚࠊߦ㐳ᦼߪࠆ

                                                  
߫߃ߣߚޔߪߡߟߦోߩࡓ࠹ࠬࠪߩߎ 2 Barbier et Théret,(2004)ߩ㇌⸶第㧝┨ޔ⮮(1996)ޔ␠会㓚⎇ⓥᚲ✬㧔1989㧕
ߦ(2004)࠹ࠛࡆ࡞ࡃࠄ߬ߞ߽ޔߪㅀ⸤ߩએਅߩߡߟߦࡓ࠹ࠬࠪ⼔会␠ߩࠬࡦࡈޔ߅ߥޕߚࠇߐෳᾖࠍߤߥ
ଐޕࠆߔߣߣߎࠆߔ 
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ߥḮ㧔⒅⒢⽷ߥ⊛ઍᦧ߮ࠃ߅ᄌᦝߩ₸㒾ᢱޔߪᚻᲑࠆ߁ࠅߣޔ߫ߌ㒰ࠍᄌ㕟ߥ࡞ࠞࠖ

 ޕࠆߢ⏕ߩ୫㊄㧕ߩ߆ࠄߒ

ታ㓙ޔ㜞ᐲᚑ㐳ᦼએ㒠ઁޔ࿖ห᭽߽ߡ߅ߦࠬࡦࡈޔ㧔࿖ౝኻᄖ⊛ߥ㧕経済᭴ㅧ

 ޕߚߓ↢߇ᄌ化ߩ

80ޔߪࠬࡦࡈޔߕ߹  年ઍࠄ߆㐳ᦼ経済ṛࠍ経㛎ߕࠄࠊ߆߆߽ߦࠇߘޔ߇ߚߡߒක

ኻߪ年㊄⛎ઃ≯ GDP Ყߡߒ⽾৻ߢჇ大ߩߘޔࠅ߅ߡߒว⸘ഀวߪ⛎ઃ✚㗵ߩ ߃ࠍ70%

߇ߩ߽ߩߘ会⼔⛎ઃ␠ޕࠆߡ GDP 1981ޔߪ₸Ყࠆභߦ 年ߢ 2002ޔ25.2% 年ߢ 29.1%

ᚢᓟޔߪḮ⽷߁ᜂࠍઃ✚㗵⛎ߩߎޕࠆߢ 93 年߹ߡߒ⽾৻ߢ㒾ᢱ㊄ࠇࠊ⾔ߡߞࠃߦ

ߘࠆࠃߦ࿖ᐶ⽶ᜂ㊄߮ࠃ߅⒢⒅ޔߡߞࠃߦߤߥዉߩ⒢(CSG)3⥸৻ߪᓟߩߘޔࠅ߅ߡ

 ޕ4ߛࠎ進߇ઍᦧ化ߩ

␠会⼔⛎ઃࠆߌ߅ߦ⾗㊄⺞㆐ߩౝ⸶ޔߪᬺਥ⽶ᜂ߇ᚢᓟߩᦼ㑆ᐔဋోߢߩ߶߷

50%ㄭࠍߊභޔ㧔㕖ⵍ↪⠪ࠍ㧕ⵍ↪⠪⽶ᜂోޔߪߩ 20%⒟ᐲౕޕࠆߢ⊛߃ߦ

1981ޔߪ㓹↪ਥ⽶ᜂޔߜ߁ߩḮ⽷ߩ⼔会␠ޔ߫ 年ߢ 2002ޔ55.2% 年ߢ ޕࠆߢ45.9%

ⵍ↪⠪ߣ㕖ⵍ↪⠪ߩ⽶ᜂߪ 1981 年ߢ 2002ޔ23.5% 年ߢ ࿖ߣ⒢․ޔߚ߹ޕࠆߢ21.0%

ᐶ⽶ᜂߚߖࠊࠍ࿖ߩ⽶ᜂߪ 1981 年ߢ 2002ޔ18.0% 年ߢ ߁ߎߡߞ߇ߚߒޕࠆߢ30.4%

ᦨㄭࠄ߆ߣߎߚߒ 20 年㑆ޔߢ㓹↪ਥ⽶ᜂഀวᷫ߇ዋߩߘޔߒಽ࿖ߩ⽶ᜂ߇Ⴧട߇ߣߎߚߒ

 ޕ5ࠆ߆ࠊ

90ޔߡߞ߇ߚߒ 年ઍೋ㗡߹ޔߪࠬࡦࡈߪߢ⛎ઃ㗵ߩჇ大ߦኻޔߡߒ㒾ᢱ₸ߩ⺞ᢛ㧔㓹

↪⠪⽶ᜂߩᒁ߈ਅߣߍⵍ↪⠪⽶ᜂߩᒁ߈ߍ㧕ߢኻᔕߩߘޔߒᓟޔᴦ⊛ㆊ⒟ࠍㅢߚߓ␠

会⊛วᗧߩᄌ化ࠍฃޔߡߌ৻⥸⒢ߩߤߥ࿖ᐶ⽶ᜂ㊄߮ࠃ߅⒅⒢ࠆࠃߦႯ߳ߣ大ߊ߈

ᣇะォ឵ޕ6ࠆߢߩߚߒ 

㒾ᢱߩޠ年㊄ޟޠ≯කޟޔߪߢࠬࡦࡈޔߪߣߎߥ⊛ᓽ․ߦᱧผ⊛ᄌኈߩᐲߚߒ߁ߎ 

会㓚␠ߩ㒾ᢱਥዉဳޔߡߓㅢࠍഭᅷදߥ⊛ߩߣߏᐲ߇第ਃ⠪ᯏ㑐ࠆߔℂ▤ࠍ

⛎ઃࠍ⛽ᜬޔ߽ߟߟߒ経済ṛߣ␠会㓚⽷ߩ⿒ሼ߇進ⴕߚߒ⚿ᨐޔᮭജߩ߇進

ዷޟޔ߁ߣߚߒᐲᄌ化ߩᣇะᕈߚߒ߁ߎޕࠆߦߩ߽ߩߘޠታޔࠄ߆ᚢᓟࠬࡦࡈߩ

ẋޔߢਅߩ᭴࿑ߩ経済⊛㑐ଥߩ࿖᳃ޔ࿖ኅޔડᬺޔߥ࿕ߦᐲߩߘޔߪ会㒾ᐲ␠ߩ

ᰴ⊛ޔ߇ࠆߪߢߦ経済ᚑ㐳ߦࡓ࠭ࡒ࠽ࠗ࠳ߩኻᔕߡߒ進化ޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎߚ߈ߡߒ 

 

㧔３）�人ญേᘒと社会㓚ᐲの⋧�

1970ޔߦ߁ࠃߚߴㅀߦߢߔ 年ઍએ㒠ߪࠬࡦࡈޔ大ߥ߈経済ᄌേࠍ経㛎ߩߘޔߒ⚿ᨐ␠

会㓚ᐲ߽ẋᰴ⊛ߥᐲ⊛ᄌኈࠍⵍߚߒ߁ߎޕߚߞᄌኈߩߟ৻߁߽ߚߒࠄߚ߽ࠍᰴ⊛

ⷐ࿃ੱޔߪญേᘒߩᄌ化ޕࠆߢ 

                                                  
 ޕߚࠇߐᗧ⇐ߦὐࠆߡߒᕈᩰ߽ߩ会㒾ᢱ␠ޔߊߥߪߢᚲᓧ⒢ߥ☴⚐ޔߪ⒢⥸৻ޔߒߛߚ 3
⸶㇌ޔ࠹ࠛࡆ࡞ࡃ 4 40 㗁ޔ 4  ޕෳᾖࠍ
5 ೨ឝหᦠ44ޔ 㗁ޔ 5  ޕෳᾖࠍ
ߩⵍ↪⠪⽶ᜂߡߒᐔဋߪᬺਥ⽶ᜂޔ߃ߪߣߚࠇࠄߍਅ߈ᒁޔࠄ߇ߥߒ߆ߒ 6 2 એߣ㜞ޔߊ日ᧄߣߤߥᲧߚߴ႐

วߩߘޔᲧ₸ߩ㆑ߪ㗼⪺ޕࠆߢ 
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⾮⺖ᣇᑼࠆߣࠍ␠会㓚ᐲޔߡ߅ߦ␠会㒾ᢱࠍ⽶ᜂࠆߔᓎઍ㧔⠪㧕ޔߣ

⛎ઃࠍฃߌขࠆᒁㅌઍ㧔ฃ⛎⠪㧕ੱߩߣญᏅߩሽޔߪήⷞ߆ߒޕߥ߈ߢߪߣߎࠆߔ

ᄬᬺ↪㓹ࠅ߹ߟޕࠆ߽ߢ‛↥ߩ会㓚ᐲ␠ޠߩㆊޟߪㇱ৻ߩญᄌ化ੱޔࠄ߇ߥߒ

ࠆߔ✭ࠍᕈዞᬺᩰᏅޔࡓ࠹ࠬࠪࠆߔឃ㒰ࠍࠢࠬߩኅᣖޔࡓ࠹ࠬࠪ⼔会␠ࠆߔ㑐ߦ

ߩ߆ࠄភ⟎㧔↥ᓟߩ⡯႐ᓳᏫߩ㓚ߤߥ㧕ߚߞߣޔᐲߩήߡࠊ߈ޔߪ㐳ᦼ⊛ߦ

 ޕߔ߷ࠍᓇ㗀ߦญേᘒੱޔ߽ߤࠇߌࠆߪߢ

 ታ㓙ੱࠆߌ߅ߦࠬࡦࡈޔญᷫߩዋߩઁޔߪ EU ⻉࿖ߣᲧޔࠅߢ߆߿✭ޔߡߴ↢₸

ߩᦨᣂޔߪ₸↢ว⸘․ᱶߚߡߒૐਅߢ߹ߦ1.66ߦ㧥㧜年ઍೋ㗡ޕ7㜞ࠅߥ߆ޔ߽ INSEE

2.005ޔ߫ࠇࠃߦႎ๔ߩ ቯ৻߽ߦჇ大ߩሽ߽ੱญߩ⒖᳃ޔߦหᤨޕ8ࠆߡߒߢ߹ߦ

⒟ᐲነਈߣࠆߡߒޕࠆࠇࠄ 

ޔߪߩ߽ߥ⊛ઍߜ߁ߩ会㓚ᐲ␠ࠆࠇࠄߺߣࠆߡ߃ਈࠍᓇ㗀ߦญേᘒੱߚߒ߁ߎ 

ޔࠅߢ㗵㓹↪ਥ⽶ᜂోߕ߹ޔߪኅᣖᚻᒰޔࠆߌ߅ߦࠬࡦࡈޕࠆߢޠኅᣖᚻᒰᐲޟ

ࠇࠊⴕߡߞࠃߦ第ਃ⠪ᯏ㑐㧔ኅᣖᚻᒰ㊄ᐶ㧕ࠆࠃߦഭઍޔߪㆇ༡ℂ▤ߩ㊄ߩߘ

ࠍ㒾ᢱߩߘޔ߇ኅᣖᚻᒰߩߎޔߪὐߥ㊀ⷐޕࠆߢᒻᑼߓหߣ≯ක߿年㊄ޔߪࠇߎޕࠆ

ߚߒડᬺߩⵍ↪⠪એᄖ߽ߦ⛎ઃߩߡߴߔߩࠬࡦࡈࠅ߹ߟޕࠆߢߣߎࠆࠇߐሶଏ߿

ኅᣖߩߎߦᚻᒰ߇⛎ઃޕࠆߢߩࠆࠇߐṛਛߩᄖ࿖ੱޔ߽ߡߞߢ৻ቯߩⷐઙࠍḩߖߚ

ߌ߅ߦኅᣖᚻᒰ㊄ᐶޔߪߩࠆߔቯࠍߩ߽ߩߘ⛎ᡰ߿ቯߩ⛎ᡰޕࠆࠇߐ⛎ᡰ߇ࠇߎޔ߫

ߪߦ⊛ធ⋤ߪᗧᔒߩડᬺߚߒࠍ㒾ᢱޔߪߦߎߎޕࠆߢℂ会ࠆߥࠄ߆ഭઍࠆ

ᤋޕߥࠇߐ 

ࡑࠬࡆޔߣ᥉ㆉ⊛ේℂߥ⊛ࠫ࠶ࡃࡌޔࠆߌ߅ߦ会㓚␠ޔߪሽߩኅᣖᚻᒰᐲߩߎ 

 ޕ2005㧕ޔ㧔ᵻ㊁ࠆߡࠇߐ⋠ᵈ߫ߒ߫ߒޔߡߒߣߩᐲ⊛Ⲣวߩડᬺ․ᱶ⊛ේℂߥ⊛ࠢ࡞

⛯ሽߩᐲߥ߁ࠃߩߎޔࠅߢ⊛ᱶ․ࠬࡦࡈߡࠊ߈ޔߪሽߩኅᣖᚻᒰᐲߚߒ߁ߎ

ߡߞ߇ߚߒޕࠆߢ߆ࠄߪߣߎࠆߡߒሽ߇会⊛วᗧ␠ߥ⊛␜ߒߥ⊛␜㤩ߔ⸵ࠍ

 ޕ߁ࠃ߈ߢ߇ߣߎࠆขߡࠍᕈ⥄⁛ߩ会⊛วᗧ␠ߩࠬࡦࡈ߽ߦߎߎ

 

㧔㧠）ᐕ㊄・ක≮ᐲにおけるᅷදのᄌ化�

1990ޔߪߢࠬࡦࡈ 年ઍᓟඨߦ年㊄ᐲᡷ㕟߇進ⴕޔߨ߅߅ߪࠇߘޕߚߒ㒾ᢱ₸ߩ

ᄌᦝ年㊄ᡰ⛎㗵ߩᛥടᦼ㑆ߩᑧ㐳ฃ⛎㐿ᆎ年㦂ߩᒁ߈ߚߞߣߍភ⟎ޔࠅߢ

࿖ޔߚ߹ޕߥߪ大Ꮕߣߩ߽ߚࠇߐ↪ㆡߦታ㓙ޔࠇࠊⴕ߇論⼏ߢ日ᧄߦหᤨᦼޔߢὐߩߎ

ᐶࠆߌ߅ߦ␠会㓚⽷ߩᖡ化߇進ޔߺ年㊄⾗㊄ޟߩၮ㊄化߇ޠ㊀ⷞࠇߐᆎࠆߡὐ߽

ห᭽ޟߩߎߪߢࠬࡦࡈޔߒߛߚޕࠆߢၮ㊄ߪޠනࠆߥ⠧ᓟߩߩޠ⫾⾂ޟߩߡߒߣ߃

৻⒳ߣߦߩࠆߡࠇߐߥኻߡߒ㧔⧎↰2001ޔ㧕ޔ日ᧄޔߪߢ年㊄ၮ㊄ޟࠍ㊄Ⲣ⾗↥ߺߣޠ

ޔߡߟߦ㗴ߩᐲ㑆ᩰᏅߩቭ᳃ߚ߹ޕࠆߦะߊ⟎ࠍജὐߦ⏕ߩ⋊↪ㆇߩߘߡߒߥ

2008ޔߪߢࠬࡦࡈ 年ᐲߦ৻⥸ᐲߣ․ᐲߩ৻化੍߇ቯࡈޔߦߺߥߜޕࠆߡࠇߐ

                                                  
7 ೨ឝหᦠ55ޔ 㗁ޕ 6 ߮ࠃ߅ 7  ޕෳᾖࠍ
8 2007 年 1 月 17 日ઃޡޔ日ᧄ経済ᣂ⡞ޢ⸥ߩߎޕࠆࠃߦ୯1980ޟޔߪ 年એ㒠ߢᦨ大᰷ߪࠬࡦࡈࠅࠃߦࠇߎޔࠅߢ

Ꮊ৻ߩᄙ↥࿖ޔߣޠߚߞߥߦ༗વޕࠆߡࠇߐ 
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ߘޔߊߥߪߢࠇߘߩߢᗧ߁ߣว⛔ߩḮ⽷ޔߪߣ化৻ߩᐲࠆߡࠇߐቯ੍ߢࠬࡦ

ࠍ৻⛔߮ࠃ߅ᤚᱜߩᡰ⛎᧦ઙ╬㧕ޔᩰᏅ㧔⛎ઃ᳓Ḱߥޘ᭽ߚߡߒሽߦᐲ㑆ߩࠇߙࠇ

 ޕࠆߡߒߣ⊛⋠ߩߘ

Ḯ化⽷ޟޔ߇会⊛ᅷද␠ߩߘޔߚ߹߽ߡߒ㑐ߦ年㊄ޔ߫ࠇߔࠄ߆ታߚߒ߁ߎ

fisicalisationߩޠᣇ߳ޔࠅ߅ߡಽᮭ⊛ቯ᭽ᑼߦടߡ߃࿖᳃ㅪᏪ⊛ߥ集ᮭ⊛ቯ߇৻ቯ

 ޕࠆߟߟࠇߐᐲ化ߡߞ߽ࠍᣇะᕈߩ

߅ߦක≮㒾ޔߪߡ߅ߦࠬࡦࡈޔߥ⊛ᡰ㈩߇ㆇ༡ߩᐲࠆࠃߦഭઍޔߢߟ

ᚑ߇࿖᳃⊝㒾ᐲ߽ߦࠅߥࠅ߇ᦛޔ႐วߩࠬࡦࡈޔߒߛߚޕᒙߪߩᐭޔ߽ߡ

ߎࠆߌฃޔߪߦ㑆ߩߣ࿖᳃ߥߢ߁ߘߣ࿖᳃ࠆߡߒዞഭޔ㆑ߪߣߤߥ日ᧄࠆߡߒ┙

 ޕࠆߔሽ߇ᩰᏅ⊛⾰ߡߒ㑐ߦ≯කࠆ߈ߢߩߣ

日ᧄߣห᭽ޔߦ㜞㦂化ߩ進ዷޔߡߞࠃߦ␠会㓚⽷ߩ⿒ሼ߇進ߚ߹߽ࠬࡦࡈޔߺක

≮㒾ᐲᡷ㕟ࠍޔ߇ߚࠇߐߊߥߦㅀߥ߁ࠃߚߴᖱߩߘޔࠄ߆ᡷ㕟ࠅߩᣇߪ大

 ޕࠆߡߞߥ⇣ߊ߈

⾰ߩ≯කߩߘޔߒᢇ済ࠍ࿖᳃ߚߜ⪬ࠇṳࠄ߆⽎ኻߩක≮㒾ޔߪߡ߅ߦࠬࡦࡈߕ߹

2000ޔߦߚߩߘޕߚߞߢ㊀ⷐ߇ߣߎࠆ㜞ࠍ 年ޟߦ᥉ㆉ⊛ක≮㓚㧔CMU㧕ޠᐲ߇

ഃ⸳ߢ߹ࠇߘޕߚࠇߐૐޔߚߞ߆ක≮ࠆߌ߅ߦᐭߩߩᐲวߩߎޔߪᐲߩഃ⸳ߦ

߈ᒁߩ₸Ⴧ大㧔㒾ᢱߩ㊄ߩᐲޔߪḮ⽷ߩᡰߚߒ߁ߎޕߚࠇࠄ㜞ߡߞࠃ

ࠄ᳞߽ߦᜂ⽶ߊߠၮߦᐲߥ⊛࿖᳃ㅪᏪޔߩߤߥ⒢㧔CSG㧕⥸৻ޔߕࠄߥߺߩ㧕ߍ

ᒝߩഥദജ⥄ࠆࠃߦᐲޔߪὐ⌕ߩ会⊛วᗧ␠ࠆߌ߅ߦක≮ᐲᡷ㕟ࠅ߹ߟޕߚࠇ

化ޔ߽ࠅࠃ࿖᳃ㅪᏪࠆࠃߦᛔഥߩᒝ化߁ߣᅷදὐ߳ᄌ化ࠍㆀޕࠆߢߩߚߍ 

 

㧔㧡）㓹↪・ᄬᬺኻ╷�

80ޔߪߢࠬࡦࡈ 年ઍߩࠄ߆㐳ᦼ経済ṛߩᓇ㗀ࠍฃޔߌᄬᬺ₸9ޔߪ%೨ᓟߩ㜞᳓Ḱ

80ޔߡߒߣᓽ․ߩᄬᬺߩࠬࡦࡈޔߚ߹ޕࠆߡߒផ⒖ߢ 年ઍޔߡߒ⽾৻ࠄ߆⧯年ഭ⠪

 ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߍࠍߣߎ㜞߇₸ᄬᬺߩ

㐳ᦼࠅߚࠊߦ㜞ᄬᬺ₸ࠍ経㛎ߩߘޔߪߢࠬࡦࡈޔࠆߡߒᄬᬺኻ╷߽߹ߥ⥄⁛ߚ⊒

ዷࠍㆀޕߚ߈ߡߍ 

㓹↪ᄬᬺ㗴߳ߩኻ╷ޟޔߪᄬᬺ㒾ᐲߦޠၮޔߣߩ߽ߊߠ࿖ᐶޟࠆࠃߦㅪᏪᐲޠ

ޕߥߪ㑐ਈߩᐭޔࠇߐㆇ༡ߡߞࠃߦഭઍޔߪ೨⠪ޕࠆࠇߐ大ߦߣߩ߽ߊߠၮߦ

ᓟ⠪ޔߪᄬᬺ⠪ߕࠄߥߺߩ␠会⊛ឃ㒰ߩ⁁ᘒࠆߡࠇ߆߅ߦ⠪߳ߩ␠会ᛔഥߩᗧว߽

ޔࠅ߅ߡߒᐭ߇⒅⒢߿࿖ᐶ⽶ᜂ㊄ࠍߤߥㅢߡߓㆇ༡ޕࠆߡߒ೨⠪ߩઍ⊛ޔߪߩ߽ߥ

㓹↪ᓳᏫᡰេᚻᒰ(ARE)ޔ৻ᓞㅛᷫᚻᒰ(AUD)ޔࠅߢߤߥᓟ⠪ߩઍ⊛ޔߪߩ߽ߥ␠会ෳ

ᚻᒰ(AI)ޔ․ㅪᏪᚻᒰ(ASS)ޔ␠会ෳᦨૐ㒢ᚲᓧ(RMI)9ࠆߢߤߥ 

ߤߥ⛎ᡰߩഥᚑ㊄ࠆࠃߦ࿖ߒߥ✵⸡⡯ᬺޔߦߚࠆߔᡰេࠍዞ⡯ౣߩᄬᬺ⠪ߦઁߩߘ

ㅪᏪ㓹↪ᄾޔߜࠊߥߔޕࠆߔሽ߇⚂ᱶ㓹↪ᄾ․ߥ߁ࠃߩએਅޔߚߖࠊวߺ⚵ࠍߣ↪㓹ߣ

                                                  
 ޕߚࠇߐෳᾖࠍ日ᧄഭ⎇ⓥᯏ᭴᰷Ꮊോᚲ✬㧔2003a, b㧕ޔ߫߃ߣߚޔߪߡߟߦౝኈߥ⚦ࠅࠃߩᚻᒰ⻉ߩࠄࠇߎ 9
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⚂(CES)ޔ㓹↪ࠗࡉ࠴ࠕࠪ࠾ᄾ⚂(CIE)ޔ⧯年⠪㓹↪ᄾ⚂ߪࠇߎޕࠆߢࠇߘ߇ߤߥਥߒߣ

߇ડᬺޔߦ೨ឭࠍߣߎࠆߌฃࠍഥᚑߩᐭޔߡߒኻߦഭ⠪ߥ߈ߢෳߦ↪ᱜⷙ㓹ޔߡ

․ᱶߥ㓹↪ᄾ⚂ޔߡߒ⚿✦ࠍഭ⠪ࠍ㓹↪߁ߣޔࠆߔὐߦ․ᓽ2006ޕࠆ߇ 年ೋ㗡ߦ大

 ޕࠆߢ⒳৻ߩ⚂ᱶ㓹↪ᄾ․ߥ߁ࠃߩߎޔߪೋᦼ㓹↪ᄾ⚂(CPE)ߚߞߥߣߌ߆ߞ߈ߩേߥ߈

ੱߦ⚐නࠍᄬᬺ㗴ޔࠅ߅ߡߒⲢว߇ߣ࿖᳃ㅪᏪ⊛ᛔഥߣಽᮭ⊛ᗧᔒቯޔ߽ߢߎߎ 

ߪ会⊛ᅷද␠ߥ⏕ߩߡߟߦ年⠪ᄬᬺ⧯ߛ߹ޕߥߡࠇࠄ᳞ߪߣߎߔᏫߦછ⽿ߩ

ߩߎޔ߃ߪߣߥߪߡࠇߐߛ㗴ࠍ࿖᳃⊛ߢ࡞ࡌ⠨ኤࠆߔⷞὐ߇ሽߡߌ⛯ߒ

 ޕ߁ࠈߢࠆ߃ߣࠆߢߩ߽ߥ࿕ߦ会␠ࠬࡦࡈޔߪߣߎࠆ

 

 

２㧚ࠪステࡓとしてのࡦࡈスの社会⼔㧦࿖ኅ論と社会的ᅷද 

 

㧔１）ࡦࡈスの社会㓚ᐲの理論的․⾰�

ߡߒහߦታࠍᱧผౕ⊛ᄌኈㆊ⒟ߩ会㓚ᐲ␠ߥ⊛ઍߩࠬࡦࡈᚢᓟޔߢ߹ߎߎ

ᬌ⸛ߚߒ߁ߎޕߚ߈ߡߒᄌ化ߩࡓ࠹ࠬࠪࠍᄌ化ߡߒߣℂ論⊛߃ᝒߦࠃߩ߉ߟޔ߫ࠄߥߔ

 ޕ߁ࠈߢࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߣ߹ߦ߁

第৻ޔߦ␠会㓚ޔ߫߃ߣᓔޟߡߒߦޘ࿖ኅࠆࠃߦޠਛᄩ集ᮭ⊛ߥᐲⵝ⟎߇ᗐߐ

ߡ߅ߦࠬࡦࡈࠆߡࠇࠄߺߣᒝ߇ࠆࠃߦ࿖ኅࠆߌ߅ߦ会㗔ၞ␠ߥޘ᭽ߦ․ޔࠇ

ࡌߥ⊛⽎ශߚߒ߁ߘࠄ߇ߥߒ߆ߒޕ߁ࠈߢᄙ߽ߣߎࠆࠇߚᜬ߇⽎ශߥ߁ࠃߩߘޔ߽

ᝒࠄ߆ὐⷰ߁ߣㆇ༡ߣᚑ↢ߩ会㓚ᐲ␠ߊߠၮߦᅷදߒߥ会⊛วᗧ␠ޔߡࠇ㔌ࠍ࡞

会␠ߩࠄ߆ਅޟ߫ࠊޔߡߠၮߦᗧᔒቯߥ⊛ಽᮭࠈߒߪߢࠬࡦࡈޔ߫ࠄߥߔ߃

⊛วᗧ߇ޠᒻᚑޔࠇߐ࿖ኅࠍࠇߘ߇⺞ᢛࡓ࠹ࠬࠪ߁ߣࠆߔ♽ࠍޕࠆߡߒ 

ߦޠ㧕ࡓࠬ࠲ࡄㆇ༡㧔ߩᐲࠆࠃߦഭઍޟޔߪၮᧄ⊛᭴࿑ߩ♽会㓚␠ߩߎ

ߐߢ⊛ᓟߪߩ࿖ኅࠈߒޕᒙߡߒޔ߇ࠆߪ㆑ߦᐲᲤޔߪߩ࿖ኅޔࠅ

 ޕࠆߡߒߚᨐࠍᓎഀߩᢛ⠪⺞ߩ┙ኂኻޔࠅ߃

第ੑߚߒ߁ߎޔߦᐲߩㆇ༡ᣇᑼߩ৻⥸ේℂޔࠍ␠会㓚ᐲੑߩ大ේℂࡃࡌޔࠆߢ

ߴㅀߢ▵೨ޕࠆߢਇน⢻ߪߣߎࠆߔಽ㘃ߦ߆ࠇߕߩේℂ⊛ࠢ࡞ࡑࠬࡆߣේℂ⊛ࠫ࠶

ߩ߽ߥޠ࠼࠶ࡉࠗࡂޟߪේℂࠆߡߒᔀ⽾ߦߎߘࠈߒޔ߫ࠇߔࠄ߆ᐲ᭴ᚑߩታߚ

㧔ࠆ߃ߣࠆߢ 1  ޕෳᾖ㧕ࠍ

第ਃߪࡓ࠹ࠬࠪߩࠬࡦࡈޔߦಽᮭ⊛␠会㓚ᐲ߇ᛴࠆ߃ਇᐔ╬ߩ㗴ޟޔࠍ࿖᳃ㅪᏪޠ

ᐲߢቢޔ߫߃ߣߚޕࠆߡߒ㒾ᢱࠍᛄߚߞ߆ߥߡߞ⠧ੱߦኻߡߒᚻᒰࠍ⛎ઃࠆߔ

㧕ޘੱߚࠇߐឃ㒰ߦ⊛会⊛ᒙ⠪㧔␠会␠ޔߤߥࠆߔ⸳ഃࠍޠ⠧㦂ㅪᏪၮ㊄㧔FSV㧕ޟߦߚ

ߣߚ⒢㧔․ޔߩࠄ߆࿖ᐶ߿ޠ㊄ᐶޟฦ⒳ࠆߔロ▤ࠍ㒾ᢱޔࠍḮ⽷ߩ⼔ࠆߔኻߦ

ߢ⸽ߩ࿖᳃ㅪᏪߪࠄࠇߎޔࠅ߅ߡߒቢߡߞࠃߦߤߥᓽ㧕ߩޠ⒢㧔CSG㧕⥸৻ޟ߫߃

 ޕࠆ߃ߣࠆ߽

第྾ޔߦ日ᧄޟߩࠈߎߣ߁⸒ߢ⊛ᛔഥߩޠⷙᮨޔᚻᒰߩ⒳㘃߇␠会㓏ጀߦᔕߡߓᄙ᭽
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化ޔࠅ߅ߡࠇߐනߦ৻ᓞ⊛ߥࡓࡑ࠾ࡒߢᚻᒰߩᡰ⛎ޔߊߥߣߎࠆ߹ߤߣߦ␠会߳ౣ߮ෳ

ᡰߢᣇะ߁ߣࠆ߃ਈࠍࡉࠖ࠹ࡦࡦࠗߡߒኻߦޘੱߚࠇߐឃ㒰ߦ⊛会␠ޔߦ߁ࠃࠆ߈ߢ

ᚻᒰࠆߔኻߦ会⊛ᒙ⠪␠߿ᄬᬺ⠪ޔࠆߡ集ࠍ⋠ᵈ߽ߢ࿖߇ᚒ߫߃ߣߚޕࠆߡࠇߐ⛎

ࠁࠊޔߪᐲ߁ߣޠ会ෳᦨૐ㒢ᚲᓧ㧔RMI㧕␠ޟߚߒ႐⊓ࠄ߆㧝㧥㧣㧜年ઍޔߡߒߣ

ߩฃ⛎ᦼ㑆ߪߢᐲߩߎޕߥߡߒߪߢߩ߽ࠆߔᒰߦޠ⼔ᵴ↢ޟߥ⊛⟵ᱷਥࠆ

㒢ޔዞഭଦ進ౕ߇ࡉࠖ࠹ࡦࡦࠗߩ⊛ࠅ⋓ߦㄟ߹ޕࠆߢߩࠆߡࠇ 

第ޔߦኅᣖᚻᒰᐲߩ⁛⥄ᕈࠍޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߍ೨▵߽ߢㅀޔߦ߁ࠃߚߴ㧝㧥

♿ᧃએ᧪ߩવ⛔ߦၮޟߊߠ㓹↪ਥో㗵⽶ᜂߩޠේೣߩ⽾ᔀ㧔ฎ߈⦟߈ῳᮭਥ⟵ߩᱷሽ߽ߣ

ߩᚻᒰޔߪߣߎߥ⊛ᦨ߽․ᓽߦᐲߩߎޕࠆߢ⊛ᱶ․ࠬࡦࡈߡࠊ߈ߪ㧕߆߈ߴ߁

⛎ઃߦ㑐ޔߡߒߚߒડᬺߩᗧᔒޔߪ⋥ធᤋ߽ߢࠇߛޔࠅߢߣߎ߁ߣߥࠇߐฃ

↥ᅑബޟߩߢ࡞ࡌࡠࠢࡑޔߢᗧࠆߪࠇߎޕࠆߢߣߎ߁ߣࠆ᧪߇ߣߎࠆߔ⛎

ਥ⟵ޠ⊛ᕈᩰޕ10ࠆ߽ߢߩ߽ߟ߽ࠍ 

ᦨᓟߩࠬࡦࡈޔߦ␠会㓚ᐲ᭴▽ߩㆊ⒟ޔߪߡ߅ߦ␠会⊛วᗧ߇大ߊ߈ᤋࠇߐ

ޠ会⊛ᅷද␠ޟߚߓㅢࠍ㑵ߣ┙ኻߩߢኂ集࿅㑆ߪࡓ࠹ࠬࠪ⼔会␠ߜࠊߥߔޕࠆ

ߚߒ⸛ᬌߢ▵೨ޔ߫ࠄߥ߁ߦ⊛ౕࠅࠃޕࠆߢߩࠆߡࠇߜ┙ߡߒߣታ⊛ᒻᘒߩ

ߚࠆࠇߐ᭴ᗐ߇ᐲᡷ㕟ߥ߈大ޔߡ߅ߦߡߴߔߤࠎߣ߶ߩ会㓚ᐲ␠ߥޘ᭽ޔߦ߁ࠃ

ޔౕߩࠄ߆࿖᳃ߚ߹ߪࠆߩࠄ߆ฦኂ集࿅ޔߦ߮ ⊛ㆇേ⊛⇣⼏↳߇ߡ┙ߒⴕޔࠇࠊ

ታᮭ߽ߦࠇߘ大ߊ߈⼑ᱠߪࠆޔࠆߔ⼑ᱠࠍࠆߑߖᓧ߁ߣޔߥᘒߡߓ↢߇

会⊛วᗧ␠ߥ⊛ࠬࡦࡈᱶ․ߪࠇߎޔࠎࠈߜ߽ޕ߁ࠈߢ߆ࠄߪࠇߘޔ߽ࠄ߆ߣߎࠆ

ᒻᚑࠅߩᣇߪߣߎࠆߢ論ࠍᓙࠆޔ߇ߥߚᗧޔߢ␠会ࠆߌ߅ߦᐲߩ↢ᚑ⊒ዷ

ᶖṌⷰ߁ߣὐߚߺࠄ߆႐วߩࠬࡦࡈޔ経㛎ߩࡠࠢࡑޔߪ␠会⊛วᗧߣᐲᒻᚑޟ߇ή

ᇦ⊛ޕ߁ࠃ߃ߣࠆߢࠬࠤ࡞࠺ࡕߥ⊛ဳౖࠆߡߟ߮⚿ޠߦ 

ታ㓙ޔߪ(2004)࠹ࠛࡆࡃޔEU ⛔วࠆߌ߅ߦㅢߩ␠会㓚ᐲࠍ᭴ᗐࠆߔਛޔߢ

ߩߎޕࠆߡߒ大ߦ⟵ౝ࿖ኅ⊛ㅪ㇌ਥၞߣ⟵㑆࿖ኅ⊛ㅪ㇌ਥࠍℂᔨဳߩ࡞࠺ࡕᴦߩߘ

ℂᔨߩ࡞࠺ࡕ৻⥸ේℂޟߪ⋧ᛚߩේℂޟߣޠᢢߩℂ論ߪࠇߎޔࠅߢޠ࿖᳃࿖ኅ

ߦ࠾ࡕࠥࡋޟޔߣ࡞࠺ࡕਥዉဳᴦޠ会⊛วᗧ␠ߥ⊛㊀ጀߊߠၮߦᅷදޟޔ߫߃ߢ࡞ࡌ

ၮߊߠ৻ᣇะ⊛ߥ␠会⊛วᗧޠਥዉဳᴦߩ࡞࠺ࡕኻ┙߃ᝒߡߒߣ߁ࠃ߈ߢ߇ߣߎߔ㧔

2 ߃ߣࠆߢ࿖ࠆߡߒࠍ࡞࠺ࡕℂᔨ⊛ᴦߩ೨⠪ߪࠬࡦࡈߢᗧߩߘޕෳᾖ㧕ࠍ

 ޕࠆ

ⷐޔߦࠆߔ࿖᳃࿖ኅၞޔࠇߢౝㅪว㧔߫߃ߣߚ EU ߩ߽ࠆߥ⊛会␠ޟޔࠇߢ㧕ߩߤߥ

࿖ߒߥ集࿅㧔⻉ޔߚࠇߐಽᮭ化ޔࠇߐ㓏ጀ化ޔߢਛߩߺ⚵ᨒߩߘޔߒ೨ឭࠍޠߺ⚵ᨒߩ

᳃࿖ኅ㧕߇ኻ┙߿㑵ࠍㅢޔߡߓනߩࠄ⥄ߦ┙႐ઁࠍ⠪ߦᒝޔߊߥߪߢߩࠆߔ⋧ߦᅷ

                                                  
10
ᓽ⽎ޟߡ߅ߦ╷ㆇ༡ߩᮭޔߪ㗴ߚ߇᛫߁ߣ㗴ߩญേᘒੱޔߡ߃ടߦ⊛ᐲౕߚߒ߁ߎޔߦߺߥߜ

⊛᭴ᚑࠍޠㅢߡߓᠲޟޕࠆࠇߐ⽎ᓽ⊛᭴ᚑޔߪߣታࠍߩߚࠆߔ᭽ߥޘᚻᴺࠍㅢߪࠆ⊛⸘⛔ߌࠊࠅߣޔߡߓ

会⸘⊛ᚻᴺࠍㅢޔߡߓᴦ⊛ᮭജޔ߇ಣℂࠍߣߎࠆߔวᴺ⊛ߣߚࠇࠄ᳞ߦᦸ㗴ࠄ⥄ࠍㆬᛯߩߘޔߒ㗴ࠍᴦ

ޔߒߚ߃ߜ┙ᓎߦߚࠆߔᱜᒰ化ࠍ年㊄ᡷ㕟߇⸘᧪ផߩߘߣญᜰᮡੱߪߡߒ㑐ߦ⼔会␠ޕࠆߢߣߎࠆߔṶߦ⊛

߽ᓎ┙ޠࠆߡߞ㧔ޔ࠹ࠛࡆ࡞ࡃ⸶ᦠ 38 㗁㧕ޕ 
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දὐࠍߡߒߛᛚޔߒᐲߩ᭴ᚑࠍ࿑ޟ߁ߣࠆᴦ⊛ࡃࡠࠣޔߪޠ࡞࠺ࡕ

߇น⢻ᕈࠆߥߣኻ᛫ゲߥ㊀ⷐߩ߳࡞࠺ࡕᢢ論⊛ᴦޔߥ߁ࠃࠆࠇࠄߺߦ論ࡦ࡚ࠪ

 ޕࠆߢߩࠆ

 

㧔２）�࿖ኅ論のౣ考 

 એߩࠬࡦࡈޔ␠会㓚ᐲߩᱧผ⊛ᐲ⊛ᄌኈࠍਤᔨߦㅊߩߘޔߢߣߎ߁ᴦ⊛

ޕߚߒ⏕ࠍߣߎࠆߢ࡞࠺ࡕਥዉဳᴦޠ会⊛วᗧ␠ߥ⊛㊀ጀߊߠၮߦᅷදޟ߇࡞࠺ࡕ

ࡕࠆߡࠇߐ⍮ߢฬߩޠ࡞࠺ࡕ࿖ኅޟߦߢߔޔߪ࡞࠺ࡕᴦߚߒ߁ߎࠄ߇ߥߒ߆ߒ

࡞࠺ࡦࠕࡦࡇࠬࠛ࠲ࠬࠛࠗޔߦߊߣޕߥ߽ߊߥ߃ߣࠆߢߩ߽ࠆࠇߐ൮ߦ࡞࠺

ᡰ㈩⊛学ߪߢⓥ㗔ၞ⎇ߩߎޔߪ(Andersen, 1990)ޠ࡞࠺ࡕ⟵⾗ᧄਥߩߟਃޟࠆࠃߦࡦ

ߩ߽ߩࡦ࡞࠺ࡦࠕ߇ࠇߘޔߪߦߚߔ␜ࠍℂ論⊛⁛⥄ᕈߩ࡞࠺ࡕߩޔࠅ߅ߡߞߥߣ⺑

 ޕ߁ࠈ߇ᔅⷐߔ␜ࠍ߆ߩࠆߡߞߥ⇣ߦ߁ࠃߩߤߣ

  ᧄⓂ߇ਥߡߒߣଐߩ࡞࠺ࡕߩߘޔ߫ࠇࠃߦ(2004)࠹ࠛࡆ࡞ࡃࠆߡߒ⁛⥄ᕈߪᰴ

 ޕ11ࠆᚑࠄ߆⚛ⷐߩߟਃߩ

第৻ߩ࠾ࡐ࡞ࠞޔߦℂ論ߦଐޟޔ߫ࠇߔ␠会⼔ޔߪޠಽⵚ化ࠢࠬߩ㧔ߣߚ

⊛ᐲޟߩߚࠆ߃ਈࠍࠅ߹ߣ߹ߣ⒎ᐨߩቯ৻ߦ会␠ࠆߡࠇߐࠄߐߦᏒ႐┹㧕ޔ߫߃

ⵝ⟎ߡߒߘޕࠆߢޠ࿖᳃࿖ኅࠍᨒ⚵ߩߎޔࠆߔߣߺⵝ⟎ޔߪᱧผ⊛ᢥ⣂ߦଐሽߡߒ↢

ޔߡߞ߇ߚߒޕࠆߢ‛↥ߩޠ会⊛ᅷද␠ޟޔࠆࠇߐࠄߚ߽ࠄ߆㑵ߣ┙会経済⊛ኻ␠ޔߒ

ℂᔨ⊛ᒻᘒߪߡߒߣታ⊛ᒻᘒޔߡ߅ߦᏱߦ໑৻ᦨ⦟ߩ㧔߃឵⸒ߣޠߥ࡞ࡃࡠࠣޟ

 ޕߥߒሽߪࠆߚߣ߳ࡓ࠹ࠬࠪ⼔㧕᥉ㆉ⊛␠会ࠃ߽ߡ

第ੑޔߦ␠会㓚ߩၮᧄ⊛ේℂࠫ࠶ࡃࡌޟޔߪ⊛ේℂޠ㧔␠会㓚ߩ␠会化㧕ࠬࡆޟߣ

ࠄߜߤߩߎߡߞߣߦᒰ経済ޔߒ߆ߒޕࠆߢߟੑߩ化㧕ߩ㧔␠会㓚ޠේℂ⊛ࠢ࡞ࡑ

႐ว߽ߥ⊛ᡰ㈩߇ේℂߥ⊛วᷙߩߘޔߡߒߦᒰὼޕߥࠄ㒢ߪߣࠆߔሽ߇ߌߛߟߣ߭߆

߬ߞ߽ߪᒻᘒߩ会㓚ᐲ␠ߡߒߘޕࠆߢઍ⊛ߩߘߦߐ߹ߪࠬࡦࡈޕࠆ߁ࠅ

ᱧผߩᒰ経済ߪߦࠄߐޔࠅ߅ߡߒଐሽߦᒻᘒߩㆬᛯߣⴕേߩߜߚ࠲ࠢࠕߩᒰ経済ࠄ

ߦᣇ৻߆ࠄߜߤߢਛߩᱧผ⊛ㆊ⒟ߪේℂߩࠄࠇߎߚ߹ޕࠆߔଐሽߦᢥ⣂ߩᐲ⊛⊒ዷ⊛

ᢢޔߊߥߪߢߩ߁߹ߒߡߒᣢሽߩ␠会㓚ᐲ߇ෂᯏߦ⋥㕙ޔߦ߮ߚࠆߔ㗼化ޔߒ

ᐲߪߩ߽ߩߘᱧผ⊛ᢥ⣂ߦଐሽߡߒఝߚߞߥߣේℂߦᔕୃߡߓᱜޔߒߛߚޕࠆࠇߐᣢሽ

 ޕߥዋߡᭂߪน⢻ᕈࠆࠇߐᣂߦ⊛ᩮᧄ߇ᐲోߩ

第ਃౕޔߦ⊛ߥ␠会㓚ᐲߩ᭴▽ㆊ⒟ޔߪ⋧ኻ⊛ޟߦᴦ⊛ޠߥㆊ⒟ޔࠅߢ⚐☴

ޟߊߠၮߦᚻᴺߥ⊛経済学ޔߦ⥸৻ޕߥߪߢߩࠆߡߒଐሽߦߺߩߦ経済วℂᕈߥ

࿖ኅޔ߫ࠇߔ߽ߣޔߪߢޠ࡞࠺ࡕ࿖ኅޔડᬺޔኅᣖߩߤߥᐲᒻᘒޔߪᚲਈޟߩᐲ⊛ᄌ

ᢙࠅ߹ߟޕࠆߢߜ߇ࠇߐߣޠ␠会㓚ᐲߪᓔޔߡߒߦޘ࿖ኅࠆߌ߅ߦᱦᱦߩⷙ

ߔ㑐ㅪߦᕈᩰᏅߩᚲᓧ᳓Ḱࠆߌ߅ߦኅᣖޔߐ߈大ߩࠕࠚ㊄ࠪ⾓Ảࠆߌ߅ߦડᬺޔᮨ

大ߩലᨐߩߘޔߡߒߘޕࠆࠇࠄ߃ᝒߡߒߣⷐ࿃৻ߔ߷ࠍലᨐߦߤߥᣇࠅߩᕈಽᬺࠆ

                                                  
11 એਅߩ⼏論ߩ⚦ޟ⸶㇌(2004)࠹ࠛࡆ࡞ࡃޔߪߡߟߦ日ᧄ⺆ ߳ߩᐨᢥࠍޠෳᾖޕߚࠇߐ 
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ࠇߘޔߪߢ࡞࠺ࡕߚߒ߁ߎޕᄙ߇ߣߎࠆࠇࠄ߃ᝒߣߊߠၮߦ経済วℂᕈࠄ߬ߞ߽ߪߐ߈

ᧄ߇ߛޕࠆࠇߐㆶరߦ┙経済⊛ኂኻޔߡߴߔߪᅷද߿┙ኻߥ⊛ᴦߩߢᐲౝㇱߩࠇߙ

Ⓜߢᬌ⸛߃ᝒߚߒ߁ߎޔߪߡ߅ߦ࡞࠺ࡕߚߒᣇߊߚߞ߹ߪㅒォ࡞࠺ࡕߩߎޕࠆߡࠇߐ

ࠍ㑆ߩߣੱߣ会␠ޔߊߥߢߌߛࠆߔࠍ経済⊛ലᨐࠆߥනޔߪᐲߩࠄࠇߎޔ߫ࠇࠃߦ

⊛ᴦߡߞࠃߦ႐วޔߪߡ߅ߦ▽᭴ߩࡓ࠹ࠬࠪ⼔会␠ߚ߹ޕࠆߢሽޠࠆߔᇦޟ

ᱜ⛔ᕈߦၮߊߠቯ߇経済⊛วℂᕈߦၮߊߠቯࠍಒ㚧ࠆߔ႐ว߽ߩࠬࡦࡈޕࠆ߁ࠅ

␠会⼔ࠪࠬߦࡓ࠹㑐ߩߢ߹ߎߎࠆߔᬌ⸛ࠍߣߎߩߎߦߐ߹ޔߪ⸽ޕࠆߢߩࠆߡߒ 

␠ߩߡߒߣᓽ⊛ᒻᘒ⽎ޟߩߘߪࠆޔޠᐲ⊛ᅷදޟࠍࡓ࠹ࠬࠪ⼔会␠ޔߡߞ߇ߚߒ

会⊛วᗧޔߣߎࠆ߃ᝒߡߒߣޠ␠会㓚ᐲࠫ࠶ࡃࡌޟߡ߅ߦ⊛ේℂࠢ࡞ࡑࠬࡆߣ⊛

ේℂߩߟੑ߁ߣޠේℂ߇ᜟ᛫ߦ߈ߣߡߒߘޔߣߎࠆߡߒᐲᒻᚑߡ߅ߦఝࠆߥߣ

ࡠࡊࠕߩߎ߇ߘߎࠇߎޔߣߎࠆߔ⠨ᘦࠍᓇ㗀ࠆ߃ਈߦోࡓ࠹ࠬࠪ߇ޠᴦ⊛ᱜ⛔ᕈޟ

 ޕࠆߢߺ⚵ℂ論⊛ᨒࠆߥߣ㊀ⷐ߽ߣߞ߽ߡ߅ߦ࠴

ߦࠅ㒢߁ᓥߦ࠴ࡠࡊࠕ߈ߴ߁߽ߢߣޠ⊛ᱧผ␠会経済学ࡠࠢࡑޟߩߎޔߡߞ߇ߚߒ

ߩ࿖৻ޔߦ߁ࠃߩࡦ࡞࠺ࡦࠕޔߪ߈ߴࠆࠇߐఝవߡ߅ߦ⠨ኤߩ会㓚ᐲ␠ޔߡ߅

␠会㓚ᐲߩ߆ߟߊࠍන⚐化ߚࠇߐ㘃ဳߩਛߦߒㄟޔࠍࠇߘޔߊߥߪߢߣߎࠆ␠

会⊛วᗧࠍᩭޔߚߒߣᄙ᭽ޟߥᴦ⊛経済⊛ㆊ⒟ߩേᘒߩᏫ⚿ߢߣߎࠆ߃ᝒߡߒߣޠ

 ޕࠆ

 

 

㧟㧚ᐲߪ᭴ㅧ߆ߩߥ࡞࡞߽ߣࠇߘޔ߆㧦ᷙߩ࡞ࡌวߩᣇ߳ 

 

㕙⋤ߦᛕ್ߥ߁ࠃߩᰴߦߜ⋤ޔߪߢ࡞ࡌⷙ▸⊛ℂ論ޔߪಽᨆߚߒ߁ߎޔࠄ߇ߥߒ߆ߒ

ޔ߇߁ࠈߢน⢻ߪߣߎࠆߔ⸂ℂߦ߁ࠃߩవࠍᐲߢ࡞ࡌ⽎ߩࡠࠢࡑޔߤ߶ࠆߥޕࠆߔ

ߥ⊛▸ⷙޔࠅߢ⸂ᐲℂޔߚߒଐߦᴦ⊛⬄ὼᕈߟ߆ޔ⊛ㅀ⸤ߢ߹ߊߪࠇߘߒ߆ߒ

経済ℂ論ࠆࠃߦ࡞࠺ࡕ෩ኒߥቯᑼ化ߦ⠴ࠆ߁߃ᐲᔨޕߣޔߥߪߢ 

⍮ߦ߁ࠃߩㄭ年ޟޔᐲࡠࠢࡒߩ経済学⊛ၮ␆ઃ߇ޠߌ♖ജ⊛ߦត᳞ߩߘޔࠅ߅ߡࠇߐ

ࠊߥߔޔޠ⽎ኻߩ⍮ޟࠄ߆ࡁࡕߟ߽ࠍℂ⊛ታᕈ‛ޔߔ߹ߔ߹ߪᐲޔߢਛߩㆊ⒟ߥ߁ࠃ

ߦ߁ࠃࠆߟߟࠅߥߣ߳ࡁࡕࠆߔᯏ⢻ሽࠄ߬ߞ߽ߡ߅ߦ࡞ࡌߩ⼂ߩⴕὑਥߜ

ᕁޟߩࡦࡉࠚࡧޔࠎࠈޕࠆࠇࠊᕁ⠨⠌ᘠߩߡߒߣᐲޔޠCIA ߒߣဋⴧ⚂❗ޟࠆߌ߅ߦ

৻ࠍߡోࠄࠇߎޔޘ╬ޠᐲߩߡߒߣᘠⴕޟࠆߌ߅ߦℂ論ࡦ࡚ࠪࡦࠔࡧࡦࠦޔޠᐲߩߡ

ߪߣޕࠆ߃ߐߢ論ߪࠇߘޔߒߥ߈ߢ߽ߡߣߤߥߣߎࠆߔߣᐲ論ޠ⊛⍮論ޟޔߡߒ

࡞ޟࠈߒ߽ࠅࠃ߁ߣޠߩ߽ࠆߥ⊛᭴ㅧޟ߇ޠᐲޟޔߡ߅ߦ⸂ℂߩࡓ࠹会ࠪࠬ␠ޔ߃

ߚ߹⠪߽ߐߪߒߐࠍ論⇣ߦߣߎࠆߡ߈ߡߞߥߊᄙ߇ߣߎࠆࠇߐ⸂ߣޠߩ߽ࠆߥ⊛࡞

ዋޕ߆߁ࠈߛߥߪߢߩߥ 

ߣᜬࠍᔨߚࠇߐ化⥸৻ߡߟߦߩ߽ߩߘᐲߦޔ߇ᐲ学ᵷߥޘ᭽ߚߒ߁ߎߒ߆ߒ

ߡߒߪὐⷰߥ߁ࠃߩᰴޔ߫ࠇߢߩࠆߔᜎุࠍ࠴ࡠࡊࠕ⊛⟵ㆶరਥߩಾ৻ޔߺᦸߣ߁
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⋴ㆊߜࠊߥߔޕߥߪߢ߈ߴߔታߩ㧔ߒߥ⽎化ߚࠇߐ㧕␠会ߪߦ᭽ߥޘಽᨆߩታ

⊛㧔ߒߥ⽎⊛㧕ߦ࡞ࡌߩઁߪ࡞ࡌߩࠇߙࠇߘޔࠅ߇࡞ࡌߡߒㆶరࠇߐᓧߥ

࡞ࡌ㧕ߩ⍮ߪࠆ㧔ߩࡠࠢࡒߡߞ߇ߚߒޕߣޔࠆߢ߈ߴߔࠍ⸂ℂ߁ߣޔ

⊛᭴ㅧޠࠆߦᄖㇱߩ⍮ޟޔߪ࡞ࡌߩߘޔߕ߉ߔߦ⍮㧕ߪࠆ㧔ࡠࠢࡒߢ߹ߊߪ

ᨐ⚿ߩวᷙߩߎޔࠅߢߌߛࠆࠇߐวᷙߣ࡞ࡌߩઁޔߡߒࠍᐲ⻉ߩߡߒߣߩ߽ࠆߥ

᭴ᚑߩߎޕࠆߢ࡞ࡌߩࡠࠢࡑ߇ߩ߽ࠆࠇߐ㒢߽ࠆߥ⊛࡞࡞ޟߤ߶ࠆߥޔߡ߅ߦࠅ

ࠍᢛ⺞ߥ⊛ㇱಽߩ会ో␠ޔߒᯏ⢻ߡ߅ߦ࡞ࡌߩࡠࠢࡒߪᐲࠆࠇߐ⟵ቯޠߡߒߣߩ

ᜂઁ߇ߛޕ߁ᣇోޔߢ⊛ޔࠆߌ߅ߦ࡞ࡌߥታ⊛ߟ߆⽎⊛⻉ᐲޔߪ␠会ࠍ᭴ᚑߔ

ߒ᭴ㅧ化ࠍ会ో␠ޔߦหᤨߣߔߚᨐࠍᯏ⢻߁ߣࠆߔᢛ⺞ޔߒᇦࠍㇱಽߩࠇߙࠇߘࠆ

ߎࠆߔᄌ化߽ߡߞࠃߦࡓࠥ߿⍮ߥ߁ࠃߩߤޔߪᐲߩߢ࡞ࡌߩߎޕࠆߢߩࠆߡ

ޔߕ߉ㆊߦࡁࡕߥ⊛ਥ߽ⷰߢ߹ߊߪߢ࡞ࡌߩ⍮ߪᐲޔߢࠅ㒢ߩߎޕߥ߃ࠅߪߣ

␠会⊛ߟ߆ቴ⊛ޕߥ߃ࠅߪߢࡁࡕߥ 

ᧄⓂߩߡߒߣޠߩ߽ࠆߥ⊛࡞࡞ޟޔߪᐲᔨุోࠍቯ᳞ޔࠈߒޕߥߪߢߩ߽ࠆߔ

ߢߣߎࠆߔ㘃ဳ化ߦ⊛㓏ጀޔߒᔨ化ࠍᯏ⢻ߩᐲ⻉ߡߒහߦ࡞ࡌߥޘ᭽ߪߩࠆߡ

ߣߎࠆߔࠍᐲߩߡߒߣޠࡁࡕࠆߥ⊛ቴޟߣᐲߩߡߒߣޠࡁࡕࠆߥ⊛ਥⷰޟޔࠅ

ࡠࡊࠕ⊛会経済学␠ࠆࠃߦޠᐲߩߡߒߣߩ߽ࠆߥ⊛᭴ㅧޟޔߢᗧߥ߁ࠃߩߎޕࠆߢ

ߥ߫ߨࠇߐวᷙߪ࠴ࡠࡊࠕ⊛会経済学␠ࠆࠃߦޠᐲߩߡߒߣߩ߽ࠆߥ⊛࡞࡞ޟߣ࠴

 ޕߥࠄ

߅ߦ࠴ࡠࡊࠕ⊛会経済学␠ߩߡߒߣߩ߽ࠆߥ⊛᭴ㅧޔߡ߅ߦߺว⊛⹜ᷙߚߒ߁ߎ

ࠬࡦࠔࡧࡖࠪ߫߃ߣߚޕࠆߢℂ論ࡦࠝࠪࡘࠡޔߪߩࠆߡߒࠍน⢻ᕈߩቯ৻ߡ

ޠ⊛ᇦޟޔߢᗧߩ㊀ੑޔߦ⊛⾰ᧄߪᐲ⻉ޟߪߢℂ論ࡦࠝࠪࡘࠡޔ߫ࠇࠃߦ(2007)

᳓Ḱߕ߹ޕࠆࠇࠄ߃ᝒߡ߅ߦᐲߩߡߴߔޔߪᱧผ⊛⾗ᧄਥ⟵経済ߦㅢߟੑࠆߡߒ

ߥ⊛ౕߚߍࠅ߇経済⊛⻉㑐ଥࠆߌ߅ߦઍᤨߩࠇߙࠇߘ߿࿖ߩቯ৻ޔߣ⽎⊛㑐ଥߩ

⻉ᒻᘒޔࠍߣᇦࠆߔ᳓Ḱޔߚ߹ޕޠࠆߦᐲޔߪㆊߩ経済ߣߩ経済ޔࠍ

ᐲߩߩ߽ߩߘᄌ化ࠍㅢޔߡߓᇦޕ12ࠆߢߩࠆߡߒ 

ߩᐲޔߒ㊀ⷞࠍⓨ㑆⊛ᄙ᭽ᕈ⊛㑆ᤨߩᧄਥ⟵経済⾗ޔߚߒ⊑ࠄ߆⼂ߥ߁ࠃߩߎ

ޔߪ学ᵷߩߎޔࠆߔ⺞ᒝࠍ㊀ⷐᕈߩ会⊛ᅷද␠ࠆߌ߅ߦᐲ↢ᚑޔᣇࠅߩ᭴࿑⊛ࡠࠢࡑ

ޠߒᣂޟߛࠎㄟࠅขࠍࡓ進化ࠥޔᷓࠍℂ論⊛ⷫߩߣᐲᵷ経済学ߩઁߩߘ߿߹

Ყセᐲಽᨆߩᨒ⚵ࠍ13ߺឭ␜ޕࠆߡߞ⥋ߦࠆߔ 

ߣℂ論⊛進化ߚߒ߁ߎޔࠆߔត᳞ࠍޠ␆経済⊛ၮࡠࠢࡒߩᐲޟ߫ࠊޔࠄ߇ߥߒ߆ߒ 

(1992)࠹ࡁ࡞ࡉޕࠆߡߒሽ߇進化ᒻᘒߩߟ৻߁߽ߪߦℂ論ࡦࠝࠪࡘࠡޔߦߪ

ࡠࡊࠕࠆߴ߽ߢߣℂ論ࡦࠝࠪࡘࠡޠ⊛ᱧผ␠会学ࡠࠢࡑޟޔࠆߡߓ論ߡߒߣਥ߇

ޔߪℂ論ߩߎߕ߹ޕࠆߡߒࠍᓽ․ߥ߁ࠃߩᰴޔߪ࠴ࡠࡊࠕߩߎޕࠆߢࠇߘ߇࠴

                                                  
12 Chavance, (2007), p.83. 
߇ߥࠇࠅขࠍⷞὐߩᲧセᐲಽᨆߩ㕍ᧁᒾޔߪ࡞ࡉࡑࠕࡁ࡞ࡉߩ第ੑઍ࠻ࠬ࠾ࠝࠪࡘࠡޔ߫߃ߣߚ 13

ࠕߚ߹ޕ(Amable, 2005)ࠆߡߒ大ࠍޠ⟵ᧄਥ⾗ߩߟ㧡ޟޔߡߠၮߦ࡞࠺ࡕ会経済␠ߚࠇߦ⠨ᘦࠍᴦ⊛ဋⴧޔࠄ

 ޕࠆߡߒឭ໒ࠍℂ論ޠࡓࠥߩጀੑޟߊߠၮߦᴦ⊛ဋⴧޔࠄ߆ὐⷰߚߞߥ⇣ߊߚߞ߹ߪߣᧄⓂޔߪ࡞ࡉࡑ
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ࠇߙࠇߘߪߢߎߘޔ߃ᝒߣߩ߽ࠆߥࠄ߆経済⊛⒎ᐨߣᴦ⊛⒎ᐨࠍ経済␠会ޔߢ࡞ࡌ⽎

⥄ᓞ⒎⻉ߟ߽ࠍࡓ࠭࠾ࠞࡔߚߒᐨߩ㑆ߦᐲ߇ᇦߡߒߣሽߡߒߘޕࠆߔ᭴ㅧߩߡߒߣ

⻉⒎ᐨߩᇦ‛ࠅߢᤋ‛ޟߩߡߒߣᐲ⒎⻉ޔߡߞࠃߦޠᐨࠆߥࠄ߆␠会⊛ߩ߽ࠆߥ

⻉会␠ߪ⋪⍦⻉ޔߪߢ࡞ࡌታߥ⊛ᡰ㈩߇᭴ㅧߩߎޕࠆߔᜬ⛽ߦ⊛Ꮖ⸒⥄ࠍᕈోߪ

集࿅ߩኻ┙߿㑵ߡߒߣޔࠇ⚿ᨐߡߒߣޟࠆࠇ␠会⊛ᅷදߩߡߒߣᐲ߇ޠ⻉⍦⋫ࠍ

ߪᐲޔߢࠅ㒢ߩߎޕ14ࠆߢߩࠆ߃ਈࠍᕈ৻⛔ߦ会経済␠ߩታޔߒᱛ឴ߦ⊛ᤨ৻

ᯏ⢻ߩߣᴦߣ経済ߢ࡞ࡌታޔߦߣࠆߢᇦࠆ߃ਈࠍᕈోߦ会␠ߢ࡞ࡌ⊛⽎

⊛ㅪ㑐ᤨޔߒࠄߚ߽ࠍ㑆⊛ࠆߥ⇣ߦ⻉ߦㅪ⛯ᕈࠍਈᤨߦࠇߘޔ߃㑆⊛นᄌᕈߺ↢ࠍ

ߎߎߚ߹㧕߽ࠡࡠࠝ࠺ࠗ߿㧔ਥⷰᕈࡁࡕࠆߥ⊛⼂ᗧޔߚ߹ޕࠆ߽ߢࡓ࠹ࠬࠪߩㅪ৻ߔ

 ޕࠆࠇߐߥߺߣࠆߢᇦ⊛ᐲߩߟ৻ߪߢ

ߔޕࠆࠇߜ┙ߢ࡞ࡌߩ㊀ੑߥ߁ࠃߩᰴߪߣᐲޔߪߢ࠴ࡠࡊࠕߩߎޔߡߞ߇ߚߒ 

ޔߡߒߣᐲ߁ᜂࠍޠ᭴ㅧ化ޟߣޠᇦ⻉ߩ⒎ᐨޟࠆߌ߅ߦ࡞ࡌ⊛⽎ߪߢᣇ৻ߜࠊߥ

ઁᣇޔߪߢᡰ㈩⊛᭴ㅧౕࠍ化ߚߒታ⊛⒎⻉ࠆߌ߅ߦ࡞ࡌᐨߩ⺞ᢛߣ進化ࠍᜂ߁ᐲ

 ޕߡߒߣ

 

 ߡ߃ઍߦ⺆⚿

 

 એޔߥ߁ࠃߩᐲℂ論ߦၮߩࠬࡦࡈޔ߫ࠄߥߊߠ␠会㓚ᐲߩᱧผౕ⊛ಽᨆ߆

␠㧔ޔߩߢ࡞ࡌ⊛ታߟᜬࠍ᭴ㅧߥ⊛ᡰ㈩ޔߊߒߐ߹ޔߪታߥ߹ߑ߹ߐߚࠇߐ߈ᒁࠄ

会⊛ߦሽࠆߢߟ৻ߩࡦࠗࡔ࠼ߥ߹ߑ߹ߐࠆߔ㧕␠会㓚ࠆߌ߅ߦࡦࠗࡔ࠼߁ߣᐲ

⊛⺞ᢛߣ進化ࠍᜰߥ߁ࠃߩߎޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕࠆߡߒ␜ߒಽᨆߦࠄߐࠄ߆৻ᱠ進ࠊߢࠎ

৻⛔ߥ߁ࠃߩߤࠍวᷙߩ࡞ࡌ⻉ߪࠇߘޕߥࠄߥ߫ߨ߃╵ߦ㗴⺖ߩߟߣ߭߁߽ߪࠇࠊࠇ

⊛ℂ論ߩߘߪߦࠄߐޔ߆ߩߊ⸂ߢℂ論ߦၮߥ߁ࠃߩߤߡߠᱧผ⊛ታࠄ߆ታ⸽⊛ߦಽᨆ

 ޕ߁ࠈߢࠆߥߣࡑ࠹ⓥ⎇ࠆߥᰴߩࠇࠊࠇࠊ߇㗴⺖ߩߎޕࠆߢ㗴⺖߁ߣ߆ߩࠆߔࠄ߆

 

 

ෳ⠨ᢥ₂ 

 

ᵻ㊁ᷡ✬㧔2005㧕ޡᚑᾫ␠会ߩᢎ⢒ኅᣖ㓹↪ࠪࠬ̆̆ࡓ࠹日Ყセߩⷞὐޔޢࠄ߆NTT

  

Bruno amable,(2005), Les cinq capitalismes, Le seuil㧔ጊ↰㍈ᄦ⋙⸶ޡ㧡ߩߟ⾗ᧄਥ⟵ޢ

⮮ේᦠᐫ2005ޔ 年㧕 

Bruno Théret, (1992), Régimes éconoqmiques de l’ordre politique,㧔↰ୃᖝઁ⸶ޡ⒅⒢

࿖ኅޢࡦࠝࠪࡘࠡߩ⇇ᦠ㒮2001ޔ 年㧕 

Bernard Chavance, (2007), L’économie institutionneléle, La Découverte, forthcoming. 

                                                  
 ޕߚࠇߐෳᾖࠍ┨৻第(1992)࠹ޔߪߡߟߦ⚦ߩߎ 14
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(ᢧ⮮日ᴦޔቝੳብᐘޔਛේ㓉ᐘ⸶ޡᐲߩ経済学㧔㗴㧕ࡗࠪ࠾ࠞ࠽ޢ 2007ޔ 年

4 月 ੍ቯ) 

Jean –Claude Barber et Bruno Théret,(2004), Le nouveau système français de 

protection sociale, La Découverte.㧔ਛේ㓉ᐘቝੳብᐘ↰ୃᖝ㗇↰ᢥ⸶ࡈޡ

2006ޔ ࡗࠪ࠾ࠞ࠽ޔޢዷ⊑ߣᚑ↢ߩ⼔会␠ ࡓ࠹会㓚ࠪࠬ␠ߩࠬࡦ 年㧕 

ട⮮ᥓ┨㧔1995㧕ޡක≮㒾ߣ年㊄㒾̆̆ࠬࡦࡈ␠会㓚ᐲࠆߌ߅ߦ⥄ᓞߣᐔ╬ޔޢ

ർᶏ大学࿑ᦠೀⴕ会 

ᩙේᲞ㧔2005㧕ᤨࡠ࡙ޡઍࠬࡦࡈߩ経済̆̆経済ㅢ⽻⛔วਅߩ経済╷ߩᨒ⚵ߣߺㆇ༡ޔޢ

ᷡᢥ␠ 

Gøsta Esping-Andersen, (1990), The Three World of Welfare Capitalism,㧔ጟᴛᙗ⦹ች

ᧄᄥ㇢⋙⸶ޡ⾗ᧄਥ⟵ߩਃߩߟ⇇ࠔࡧ࡞ࡀࡒޔޢᦠᚱ2001ޔ 年㧕 

␠会㓚⎇ⓥᚲ✬㧔1989㧕ߩࠬࡦࡈޡ␠会㓚ޔޢ᧲京大学 会 

都⇐᳃ሶ㧔2000㧕ߩࠬࡦࡈޡ⽺࿎ߣ␠会⼔̆̆ෳᦨૐ㒢ᚲᓧ㧔RMI㧕߳ߩㅜߩߘߣ経

㛎ޔޢᴺᓞᢥ化␠ 

日本労働研究機構欧州事務所編（200２）『フランスの社会保障制度の概要――年金制度および

年金改革を中心に』（特別リポート Vol. 4）、１０月 

日本労働研究機構欧州事務所編（2003a）ޡフランスの家族政策、両立支援政策及び出生率上昇

の背景と要因（１）・（２）ޢ（特別レポート Vol.5）、2 月 

日ᧄഭ⎇ⓥᯏ᭴᰷Ꮊോᚲ✬㧔2003b㧕ߩࠬࡦࡈޡᄬᬺ㒾ᐲߣ⡯ᬺ⸠✵╷ޢ㧔․

3ޔvol.6㧕ޔ࠻ࡐ 月 

⧎↰ት㧔2001㧕ࠆߌ߅ߦࠬࡦࡈޟ年㊄ၮ㊄ዉࠍᎼࠆ論ߣᣂߥߚᚑ㐳ޔޠ⚝ᮨߩ

ᐔᚑ 12 年ᐲ⑼学⎇ⓥ⾌⎇ⓥᚑᨐႎ๔ᦠޡ↥ᬺ⊛ߣ経済␠会᭴ㅧޢ㧔ઍ ᐔ㊁ᵏᦶ㧕ޔ

第 5 ┨ᚲ 

ᨋ㓷ᒾ㧔2003a㧕ޟ․集 ߩࠬࡦࡈ␠会㓚ᐲߩⷐ(1)年㊄ᐲ߮ࠃ߅年㊄ᡷ㕟ߩേะ

77-54ޔ/ Ꮞภ 27(2 334)ޢᶏᄖഭᤨႎޡ✬ 日ᧄഭ⎇ⓥᯏ᭴ޔޠߦਛᔃࠍ 㗁2003ޔ 年 2

月 

ᨋ㓷ᒾ㧔2003b㧕ޟ․集 ߩࠬࡦࡈ␠会㓚ᐲߩⷐ(2)年㊄ᐲ߮ࠃ߅年㊄ᡷ㕟ߩേะ

80-53ޔ/ Ꮞภ 27(3 335)ޢᶏᄖഭᤨႎޡ✬ 日ᧄഭ⎇ⓥᯏ᭴ޔޠߦਛᔃࠍ 㗁2003ޔ 年 3

月 

⮮⦟ᴦ㧔1996㧕ޡઍߩࠬࡦࡈ␠会㓚ޔޢ᧲京大学 会 

⮮⦟ᴦႮ㊁⼱৻✬㧔1999㧕ޡవ進࿖ߩ␠会㓚 ԝ ޔޢࠬࡦࡈ᧲京大学 会
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 1 ␠会⼔ߩߡߟߦᱧผ⊛ੑ大論ℂ 

 論ℂ⊛ࠫ࠶ࠔࡧࡌ 論ℂ⊛ࠢ࡞ࡑࠬࡆ 

⾗ᩰ⠪ฃ⋉⠪ 㒾ᢱࠍᡰᛄ߁ഭ⠪ࠃ߅

߮ᮭࠍࠆߔഭ⠪ 

Ꮢ᳃ 

㒾ᢱߩ․⦡ 㒾ᢱ߮ࠃ߅ᚲᓧᲧ ቯ㗵㧔ቯ₸㧕ߢᦨዊ 

⽷᭽ᑼ ␠会㒾ࠪࠬࡓ࠹㧔㒾ᢱ㧕 ⒢ࠆࠃߦ⾗㊄⺞㆐㧔⒅⒢ࠃ߅

߮⊛ᡰេ㧕 

ㆇ༡᭽ᑼ ࠦ࠻ࠬࠖ࠹ࡐ⊛ㆇ༡ ࿖ኅࠆࠃߦㆇ༡ 

 

ᚲ㧦࠹ࠛࡆ࡞ࡃ⸶ᦠ㧝㧤㗁ޔ㧟ޕࠅࠃ 
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 2 ᴦ⊛␠会࡛ࠝ࠽ࠪߩࡄ࠶ࡠ   

 

㑆࿖ኅ的ㅪ㇌主義 ၞౝ࿖ኅ的ㅪ㇌主義 ᴦ࡞࠺ࡕψ 

 

 

⺖⒢・⽷࠺ࡕ

 ࡞

ω 

⋧ᛚߩේℂ  

 

࿖᳃࿖ኅߩ․ᱶ

ᕈ 

ω 

 

 

࿖ኅ⊛ߥ⺞ 

ω 

ᢢߩේℂ 

␠会╷߅ߦ

⾗߇࿖ኅࠄኾߡ

㊄⺞㆐ࠍⴕ߁ 

㑆ᐭ⊛߽ࠆߥ

 ࠆߦఝ߇ߩ

 

ห⋖ਥ⟵ 

⛘ኻ⊛ߦ⛽ᜬߔ

 ࠆ

 

ᴦߚߒ㗐ᝂޟ

 ޠࡄ࠶ࡠ࡛

Ꮢ႐ࠆࠃߦ⺞ 

 

 

࠶ࡠ࡛↱⥄ޟ

 ޠࡄ

ㅪวߪ㧔Ꮢ႐┹

㧕Nߡ߅ߦ ᚻࠍ

Ბߡߒߣᒝജߦ

ਛᄩ集ᮭ化ࠇߐ

 ࠆ

ޠߩᵹࠞࡔࠕޟ

ㅪ㇌ਥ⟵ 

หߩ⾗㊄⺞㆐

 ዷ⊑ࠆࠃߦ

㑆ᐭ⊛߽ࠆߥ

ߥ⊛࿖ኅߣߩ

ߩߢ㑆ߣߩ߽ࠆ

ဋⴧ 

 

ޠߩᵹ࠳࠽ࠞޟ

ㅪ㇌ਥ⟵ 

⋧ኻ⊛ߦ⛽ᜬߔ

 ࠆ

 

ߩߢਛߩ⇣Ꮕޟ

ᐔ╬࠶ࡠ࡛ߩ

 ޠࡄ

ᴦࠆࠃߦ⺞ 

 

 

࡛ߩ会⛔ว␠ޟ

 ޠࡄ࠶ࡠ

ㅪวߪㅢ⽻߮

␠会⼔ࠍᚻᲑ

ਛߦᒝജߡߒߣ

ᄩ集ᮭ化ࠆࠇߐ 

 

ㅪޠߩᵹ࠷ࠗ࠼ޟ

㇌ਥ⟵ 

 

㧔࠹ࠛࡆ࡞ࡃ ⸶ᦠ㧝㧝㧞㗁 㧝㧤ࠅࠃ㧕 
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京都大会ᣈ京都大学 
 

 
 ಽᨆߩ⹜論㧦㖧࿖経済⊒ዷޠᐲ⒖ᬀผޟ

 
                     ᵹㅢ⑼学大学   ౝᯅ ⾫ᖗ 
 
ⷐᣦ 
 
ᧄ論ᢥ1��0ޔߪ⊛⋠ߩ年ઍ㖧࿖ߩ㘧べ⊛経済⊒ዷߦࠇߘޔߪవ┙1�50ߟ年ઍޔ☨࿖ߞࠃߦ

ᝂ᛬ߩޠᐲ⒖ᬀޟߩ㖧࿖߳ߩ࡞࠺ࡕ࿖ဳ㊄Ⲣ☨ߜࠊߥߔޔޠ㊄Ⲣᡷ㕟ޟኻ㖧ߚࠇࠄߺ⹜ߡ

ޔߦ․ޕࠆߦߣߎࠆߺ⹜ࠍ⸂ߩᱧผ⊛ታ߁ߣߚߡߞ⽶ߊ߈大ߦⷐ࿃⻉ࠆ㆚ߢ߹ߦ

ߩ߽߁ߣޠᐲ⒖ᬀޟޔߒ⸂ࠍታᘒߩޠᐲ⒖ᬀޟߡߒଐߦේ⾗ᢱߩᧂ㐿ߢ߹ࠇߎ

ߩ㖧࿖ޔ߆ߩߥߩ߽↢ࠍᨐ⚿ߥ߁ࠃߩߤޔࠇࠄ進ߡߓㅢࠍࠬࡠࡊߥ߁ࠃߩߤޔ߇

ߦߣ߽ࠍ⠨ኤޕࠆߔ 

1�4�年�月ޔ☨ᧄ࿖ࠄ߆㊄Ⲣ㗔ၞߩℂ論⊛ታ〣⊛ኾ㐷ኅ࡞－ࠖࡈࡓ－࡞ࡉߡߒߣࡓ－࠴

࠼ (Arthur I.Bloomfield)ࡘ࠾－࡛－ࠢㅪ㇌Ḱ㌁ⴕ ࿖㓙ᡰዪ㐳ࡦࡦࠚࠫޔ (John 
P.Jensen) ࡘ࠾－࡛－ࠢㅪ㇌Ḱ㌁ⴕ ⋙〈ዪ㐳߇㖧࿖ޕߚߒࠅਔ᳁ߩ㖧࿖ṛޔߪ߶

߷㧢ࡩ月ߩ⍴ᦼ㑆ߦㆊޔ߇ߚߞ߆ߥ߉ਔ᳁ޟߪ㊄Ⲣᐲᡷ㕟ߡߞࠃߦޠ㖧࿖㊄Ⲣᐲߦ大

 ޕߚߡߒߣࡦ࡚ࠪ࠶ࡒࠍߣߎࠆ߃ਈࠍᓇ㗀ߥ߈
第ੑᰴ大ᚢ⚳⚿ᓟޔ日ᧄᬀࠆࠃߦ᳃ᡰ㈩ࠄ߆⣕ߚߒᒰᤨߩ年㖧࿖ޔߡ߅ߦ☨࿖ਥዉ

ߞ߆ߥࠇࠊⴕ߇ⓥ⎇ߥ⏕ߢ߹ࠆ⥋ߦ日ޔߪᓇ㗀ߚߒ߷ߦ㖧࿖経済߇ኻ㖧㊄Ⲣᡷ㕟ߩ

߇࿖☨ޔߪᧄⓂߚߩߘޕߚ 1�50 年ઍߦⴕߚߞ㊄Ⲣᡷ㕟ࠍㅢޟߡߓᐲ⒖ᬀࠍޠ࿑ߥޔࠅ

ᐲޟߩࡓ࠹࿖経済ࠪࠬ⥄ࠆࠃߦ࿖☨ޔ߃߹〯ࠍ㊀ⷐᕈߩᱧผ⊛ㆊ⒟ߚߞ⥋ߦᝂ᛬ߟ߆߅

 ޕࠆߺ⹜ࠍ⸂ߩᝂ᛬ޠ⒖ᬀ

1950年ઍޔ☨࿖ဳ㊄Ⲣߩ࡞࠺ࡕ㖧࿖߳ߩᐲ⒖ᬀࠍ㛽ᩰࠆߔߣ㊄Ⲣᡷ㕟ߪ－ 
Ԙ 㑆ធ㊄Ⲣࠄ߆⋥ធ㊄Ⲣ߳ߩォ឵ 
ԙ ᐭᮭജߚߒ┙⁛ࠄ߆ਛᄩ㌁ⴕߩഃ⸳ޔ᳃㑆ࠍਛᔃޟࠆߔߣ㊄Ⲣㅢ⽻ᆔຬ会ޔ⟎⸳ߩޠ

Ԛ ࠍࠄࠇߘㅢߡߓᮭߩࠄ߆⁛┙ᕈࠍ㓚ߚࠇߐ㊄Ⲣᐲޟߜࠊߥߔޔ┙⏕ߩ㊄Ⲣ᳃ਥ   
化ࠍޠ㖧࿖ߦቯ⌕ޔߩ߽ࠆߔߣ߁ࠃߖߐ 
એߩ㧟ὐޕߚߞߦ 

ᧄ論ᢥޟޔߪᚲߣ経༡ߩᧂಽ㔌ࠍޠᒝߚ㖧࿖ဳޟ․ᕺ⽷㑓ߩޠᚑ┙50߇年ઍኻ㖧㊄Ⲣ

ᡷ㕟ߩᝂ᛬ߦ߁㌁ⴕᩣᛄਅߩߣࠆߦߍᱧผ⊛ㅪ⛯ᕈߦࠆቯߦၮޔ߈ߠᡷ㕟ߩᝂ᛬

㊄Ⲣᡷ㕟ޟߚࠇࠊⴕߡߞࠃߦࠄ࠼࡞ࠖࡈࡓ࡞ࡉޕࠆߍࠅขࠍ✲経ߩߍ㌁ⴕᩣᛄਅߣ

൘๔ߩޠౝኈࠍޔࠅࠃߦߣߎࠆߔߦ߆ࠄห൘๔ߚߒߣ⊛⋠߇㊄Ⲣᡷ㕟ߪ⚿ᨐߡ߅ߦᝂ

᛬ޔ፣უࠍޔࠇߐߊߥ日ޟࠆ⥋ߦ․ᕺ⽷㑓ޠਥዉߩ㖧࿖ဳ経済ࠪࠬ߇ࡓ࠹↢ᚑࠆߔ

 ޕࠆߢߚߚߞ⥋ߦ
㊄Ⲣߔ⸵ࠍᕭᗧߩᮭޔߦㅒߪߣᗧ࿑ߩᡷ㕟ޔߪᐲ⒖ᬀߩ࡞࠺ࡕ࿖ဳ㊄Ⲣ☨ߜࠊߥߔ

╷ޔ経済ㆇ༡߇น⢻ߥ⊛ဳౖߩߘޕߚߞߥߦޔ߇⽷⇇ޟߩᚲߣ経༡ߩᧂಽ㔌ޠ

ᨐ⚿ߪ㊄Ⲣᡷ㕟ߚߌะߦࡓ࠹࿖ဳ㊄Ⲣࠪࠬ☨ޕߚߞߢ⢒ᚑᒝ化ߩᕺ⽷㑓․ࠆߔߣ⦡․ࠍ

㖧࿖ဳ․ᕺ⽷㑓ࠆߔߣ⦡․ࠍޠᧂಽ㔌ߩ経༡ߣᚲޟޔࠇߐߊߥࠍ፣უޔᝂ᛬ߡ߅ߦ

ߎ߇⾰․ߩޠᧂಽ㔌ߩᚲߣ経༡ޟߩ㖧࿖⽷㑓ࠆߔ⛯⛮߅ߥ日߽ޕࠆߢߩߚߒᚑ↢߇

1�50ޔࠅࠃߦߣߎߚߒ⌕ቯޔ⊑ߡ߅ߦㆊ⒟ߩ 年ઍ㊄Ⲣᡷ㕟ߩᝂ᛬ߡߞࠃߦ㖧࿖ဳ․ᕺ

⽷㑓ߩᱧผ⊛Ḯޔ߇☨࿖ޟࠆࠃߦᐲ⒖ᬀߩޠ⹜ߩߘޔߺᝂ᛬ߩߣࠆࠇࠄ᳞ߦᣇ߇

น⢻ޕࠆߥߦ 

એࠍ೨ឭޔߦᧄ論ᢥߪ㖧࿖ߦኻޟࠆߔ㊄Ⲣᐲᡷ㕟൘๔᩺ߩޠ⨲ࠄ߆ᝂ᛬ࠆ⥋ߦ経
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࿖ဳ経済☨ޔߡߓㅢࠍ✲経ߩᝂ᛬ߺ⹜ޠᐲ⒖ᬀޟߩ࿖߳ઁࠄ߆࿖☨ޔߒ⋤ࠅߤߚࠍ✲

ᐲઁߩ࿖߳ߩቯ⌕ߩ日⊛ᗧ⟵ࠍޕࠆߦߣߎࠆߔߦ߆ࠄ 
 

㧝㧚ޟᐲ⒖ᬀߩޠ経済ผ⊛⢛᥊ 
 
ߚࠇࠊⴕ߇ޠᐲ⒖ᬀޟ 1940 年ઍᧃޔᑪ࿖⋥ᓟߩ㖧࿖ᷓߪೞߥ経済⊛ᷙੂߦ⥰ߡࠇࠊ

㖧ޔߦ߽ߣߣࠆ⒖ߦᚻߩ࿖☨߇ⷓᮭߩ࿖ኅ⛔ᴦޔᓟߚߒ⣕ࠍ᳃ᡰ㈩ᬀࠆࠃߦ日ᧄޕߚ

࿖ߪ☨࿖ࠆࠃߦァਅߺ⚵ߦޕߚࠇࠄࠇᒰᤨߩ☨࿖ޔߪᣥห⋖࿖ޔᣥᚢ࿖ޔᣥᬀ᳃

࿖ࠍޔߕࠊᚢᓟ経済ߦੂᷙߩ⧰ᖨࠆߔฦ࿖ߦኻࠍ⾗‛ޔߡߒਛᔃࠆߔߣ経済េഥߩଏਈޔ

ߩ経済⒎ᐨޔ⥝経済ᓳޔߒᵷ㆜ࠍ経済㘈࿅ޔฦ⒳▵࿅ߡߞࠃߦߖࠊวߺ⚵ߩߣࠄࠇߘ

回ᓳࠍవዉޕߚߒ 
ᬀ᳃ᡰ㈩㔌⣕ᓟߩ㖧࿖ޟߪߦ㧱㧯㧭▵࿅ޠ㧔Economic Cooperation Administration㧕߇

ᵷ㆜ᷓޔࠇߐೞߥ⽷⎕✋ޔ経済ෂᯏ᷵ߩਛߚߞߦห࿖ᐭߦኻߒ経済េഥߩឭଏࡠࡊ

ታⴕߩߘޔⴕࠍឭ᩺ߩᛮᧄᡷ㕟ߩޠ⻉ᐲ⽷㊄Ⲣޟߥ⊛ว✚ߦࠄߐޔᚑߩࡓࠣ

࡞ࠖࡈࡓ࡞ࡉޔ߇ࡓ࠴ታോ⊛ኾ㐷ኅ⊛ℂ論ࠆߌ߅ߦ㊄Ⲣ㗔ၞߢ߆ߥޕߚߒⷐ᳞ࠍ

㧔Jensen,P.John㧕ࡦࡦࠚࠫޔㅪ㇌Ḱ㌁ⴕ ࿖㓙ዪ㐳࡛ࠢࡘ࠾㧔Bloomfield,I.Arthur㧕࠼
ޕߚߞߢޠࡓ࠴㊄Ⲣᡷ㕟ޟࠆߔߣછ⠪⽿ࠍㅪ㇌Ḱ㌁ⴕ Ⲣ⾗⋙〈ዪ㐳࡛ࠢࡘ࠾

㧱㧯㧭▵࿅ߩ⡜ࠅࠃߦ㖧࿖ޔࠇ⸰ࠍ㊄Ⲣಽ㊁ߩ⺞ᩏޔ⸃ᨆߦᒰߩੱੑߚߞߚኾ㐷ኅޔߪ

 ޕߚߡߒㅢߢὐ߁ߣ⡯ታോᵷᐙㇱߚߞߦਛᨔ⊛ߩㅪ㇌Ḱ㌁ⴕ☨߽ࠇߕ
࠶࠲ࠬߩหㅪ㇌Ḱ㌁ⴕޔᏫ࿖ߦ࿖☨ޔ㖧࿖ṛᓟߪࡦࡦࠚࠫޔ࠼࡞ࠖࡈࡓ࡞ࡉ

ࠄ߆╷ౕߣ᭴ᗐߥ⊛ᓽ․ߡᭂޔߡߟߦᣇࠅߩ㖧࿖㊄Ⲣᐲᡷ㕟ޔ߃߁ߩว♾ࠍࡈ

㖧࿖ᐭ㧔☨ᐭਥዉޔߡߒࠍᐭ☨ޔߣ߹ࠅߣࠍޠ㖧࿖㊄Ⲣᐲᡷ㕟൘๔᩺ޟࠆߥ

࿖ဳ☨ޟޕߚߒ␜ឭߦฃ⓹ญ㧕ߩ╬経済េഥࠆࠃߦ㧩☨࿖ޠ経済េഥಣޟ㖧࿖ⴕᯏ㑐ߩ

㊄Ⲣℂᔨߣᐲߩޠኻ⽎࿖߳ߦߚߩߘޔ⒖ᬀߩᔅⷐޟߥᐲߩ化ߦޠᲧ㊀ࠇ߆⟎߇

ߥߣߎࠆߔ㆐ࠍ⊛⋠ߩᚲᦼޔߪޠ㊄Ⲣᐲᡷ㕟ޟߚࠇߐߥߡߒኻߦ㖧࿖ޔߒ߆ߒޕߚߡ

ߩޠ㊄Ⲣᐲᡷ㕟൘๔᩺ޟࠆߔኻߦ㖧࿖ޕߚߞߥߣࠈߎߣࠆߤߚࠍߩᝂ᛬߳ߡ߇߿ޔߊ

⨲ࠄ߆ᝂ᛬ࠆ⥋ߦ経✲߽ߕࠄ߆ߪޔߪߣߎߔ⋤ࠅߤߚࠍ☨࿖ઁࠄ߆࿖߳ޟߩᐲ⒖ᬀޔޠ

ߣࠈߎߣࠆߔߦ߆ࠄࠍ┵৻ߩ⇇㒢ߩߣߎࠆߖߐ⌕ቯߦ࿖ઁࠍ経済ᐲߩ࿖ဳ☨ߜࠊߥߔ

 ޕߚߞߥ߽
㖧ޔߒᚑࠍޠ൘๔ᦠޟߚߌะߦޠ㊄Ⲣᐲᡷ㕟ޟޔߪࡦࡦࠚࠫޔ࠼࡞ࠖࡈࡓ࡞ࡉ

☨ਔᐭߦឭ␜ޕߚߒห൘๔ᦠ1950ޔߪ年㧞月60ࠄ߆年11月10ࠆ⥋ߦ年㑆ߣ߹ߡߞߚࠊߦ

㧔Recommendations Regarding Central Banking Reform in South Korea㧘ޠਥⷐ論ᢥޟߩߟ㧡ߚࠇࠄ
Recommendations Regarding Reform of Other South Korean Financial Institutions㧘Report and 
Recommendations on Banking in South Korea㧘Report on Monetary Policy and Banking in Korea㧘
Report and Recommendations on the Korean Reconstruction Bank㧕ࠄ߆ᚑޟޕߚߡߞਥⷐ論ᢥޠ

 ޕࠆߢ㧟ὐߩએਅޔߪࡑ࠹ਛᔃߩ
㧝㧕ᣥᬀ᳃ᤨઍޟߩᦺ㞲㌁ⴕࠍޠ⸃ޔઍߡߞࠊᣂਛᄩ㌁ⴕޟߡߒߣ㖧࿖㌁ⴕޠ

ޔߜࠍ↱⥄߽ࠄ߆ᴦജࠆߥ߆ޔߊߒࠊߐ߰ߦฬߩਛᄩ㌁ⴕޕࠆߔ⸳ഃࠍ

㜞ᐲߩ⁛┙ᕈࠍᜬޕߣߎ߈ߴߔ 
㧞㧕㖧࿖㌁ⴕߩౝㇱޟߦ㊄Ⲣㅢ⽻ᆔຬ会ޕࠆߔ⟎⸳ࠍޠ㊄Ⲣㅢ⽻ᆔຬ会ߪ㖧࿖ߌ߅ߦ

߃ടࠍ᳃㑆ઍߪߦ㊄Ⲣㅢ⽻ᆔຬ会ߩߎޕࠆߔߣᦨ㜞ᗧᕁቯᯏ㑐ߩ╷㊄Ⲣࠆ

 ޕߣߎࠆ
㧟㧕㊄Ⲣㅢ⽻ᆔຬ会ߪㅢ⽻ା↪ᄖ⽻ߦ㑐ߩߡߴߔࠆߔ╷ߚ߹ޔ㊄Ⲣᯏ㑐ߦኻߔ

 ޕߣߎߟ߽ࠍ㒢ᮭࠆߚᒰߦ╷ㆇ༡ߥ▸ᐢߤߥᬌᩏޔ〉⋘ࠆ
㖧ޟޔߣߎߊ⟎ࠍޠ㖧࿖㌁ⴕޟߦ㧕ߥ߆ⷐ㧔ߩਛᄩ㌁ⴕᐲߕ߹ޔߡߒߣ╷ౕߩࠄࠇߎ

࿖㌁ⴕߩޠౝㇱޟߦ㊄Ⲣㅢ⽻ᆔຬ会ޔߒ⟎⸳ࠍޠਛᄩ㌁ⴕߊߥ߽ߢ߹߁ߪ㊄Ⲣㅢ⽻ᆔຬ

会߽ࠆߥ߆ᴦജ߽ࠄ߆ᒝ⁛┙ᕈޟߚߩߎޔߣߎ߈ߴࠆ߆ߪࠍ㊄Ⲣㅢ⽻ᆔຬ会ޠ

㗔ߥ▸ᐢޕߚࠇߐ᭴ᗐ߇ߤߥޔߣߎࠆߌߠ⟎ߡߒߣᦨ㜞ᗧᕁቯᯏ㑐ߩ㊄Ⲣ╷ቯߪ
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ࠍ㒢ᮭߥᒝജߦ߁ࠃߔ␜ߦᰴߪߡߒኻߦޠ㊄Ⲣㅢ⽻ᆔຬ会ޟߚߔߚᨐࠍછോ߱ࠃ߅ߦၞ

ઃਈ֣ߜࠊߥߔޕߚߒߣߣߎࠆߔ 
㧝㧕 㖧࿖㌁ⴕ✚ⵙߣ㌁ⴕ⋙〈ㇱ㐳ࠍ㒰ోߊ⡯ຬᐙࠍછᮭࠆߔ㒢 
㧞㧕 㖧࿖㌁ⴕᓎ⡯ຬߩႎ㈽ࠍቯᮭࠆߔ㒢▚੍ߚ߹ޔ▚ᬺࠆߔߣߓߪࠍോㆇ༡

 ቯᮭߩ
㧟㧕 ㊄Ⲣㅢ⽻ᆔຬ会ߦዻᬺࠆߔോޔ経ℂ߮ࠃ߅ޔᚲ‛ࠍᏱᤨ⋙〈ࠆߔ⟵ോ 

 ޕߚߞߢߤߥ֣
એ߽ࠄ߆ޔᬀߦ߁ࠃߥ߆ࠄ ᳃ᤨઍࠆߌ߅ߦᣥ㊄Ⲣࠄ߆⣕ළߚߒ┙⥄ޔߡߒᣂ

㊄Ⲣ߳⒖ߣⴕߦࠆߖߐ㓙ޔߪߡߒ㊄Ⲣㅢ⽻ᆔຬ会ࠍ࡞࠺ࡕߩ☨ㅪ㇌Ḱᐲℂ会ਥ

ዉဳߩ㊄Ⲣᐲޟࠆࠃߦࠄࡦࡦࠚࠫޔ࠼࡞ࠖࡈࡓ࡞ࡉޕࠆߡ᳞ߦ㊄Ⲣᐲᡷ㕟ޠ

᭴ᗐߩේဳޔߪ☨࿖ࠆߌ߅ߦવ⛔⊛ޟߥㅪ㇌Ḱᐲℂ会ޠ㧔㧲㧾㧮㧕ߩᐲߦ㆚ߣߎࠆ

 ޕࠆߢߩࠆ߈ߢ߇
ᕭᗧ⊛ߥᐭᮭജࠆࠃߦࠍឃ㒰ޔߒᒝ⁛┙ᕈࠍޔߚߟޟ߽ࠅࠃ㖧࿖㌁ⴕޠ

㖧࿖ޟߪ㊄Ⲣㅢ⽻ᆔຬ会ޔߣߎࠆߔ⟎⸳ࠍޠ㊄Ⲣㅢ⽻ᆔຬ会ޟ᳃㑆ੱ߽ߦౝㇱߩ❰⚵

㌁ⴕ߁ߣޠਛᄩ㌁ⴕߩౝㇱޔ߽ࠄ߇ߥࠅߦ㊄Ⲣߩਛ┙ᐔߩ┙⁛ේೣߣߎߊ⽾ࠍ

 ޕࠆߢߣߎߚߺ⹜ࠍ⸘⸳ᐲޔ߁ࠃࠆ߈ߢ߇
 

㧞㧚ߩޠ⒖ᬀޟ⹜ߺ 
 
ߦ㖧☨ਔᐭޔߒᚑࠍޠ൘๔ᦠޟߚߌะߦޠ㊄Ⲣᐲᡷ㕟ޟߪࠄ࠼࡞－ࠖࡈࡓ－࡞ࡉ

ឭ␜ޕߚߒห൘๔ᦠߩਛᔃ⺖㗴ޟߪ㊄Ⲣ᳃ਥ化ߩߘޔࠇ߆߅ߦޠ৻Ⅳߡߒߣឭ໒ߩߚࠇߐ

ࠍ㊄⺞㆐⾗ߩડᬺࠆࠃߦޠធ㊄Ⲣ⋤ޟޕߚߞߢߩ߽߁ߣޠធ㊄Ⲣ߳⋤ࠄ߆㑆ធ㊄Ⲣޟ߇

ਛᔃߦᝪޔࠅࠃߦߣߎࠆ߃㗂ὐߦਛᄩ㌁ⴕࠍ㈩ߒ৻⥸᳃㑆㊄Ⲣᯏ㑐ࠍਅߦ߁ߣࠆ

ߣޔ㊄Ⲣᐲ߳ߩㅪ㇌Ḱᐲℂ会㧔㧲㧾㧮㧕ਥዉဳ☨ࠄ߆㊄Ⲣᐲޠဳ࠼࠶ࡒࡇޟ

⒖ⴕ߇ߣߎࠆߖߐน⢻ޔࠅߢᦸ߹್ߣߩ߽ߒᢿޕߚߞߢࠄ߆ߚࠇߐ 

 หᤨߩࠄ࠼࡞－ࠖࡈࡓ－࡞ࡉޔߦ൘๔ߡ߅ߦᦨ߽㊀ⷐߥὐߕ߹ޔߪ㖧࿖ߩဋⴧ⽷ߩ

㆐ᚑߦߚߩߘޔࠅߢᑪ⼏ߚࠇߐ⻉ᣉ╷ߜ߁ߩᦨ㊀ⷐߩᗧߣᓎഀࠍᜂ߁ᯏ㑐ߡߒߣᣂ

㊄Ⲣޟߩߎޕࠆߦߣߎߚߞߚ߁ࠍ⸳ഃߩ㧔1�50年�月12日⸳┙㧕ޠ㊄Ⲣㅢ⽻ᆔຬ会ޟߦߚ

ㅢ⽻ᆔຬ会ߪޠ㊄Ⲣ╷ቯߦ㑐ޟࠆߔᦨ㜞ᗧᕁቯޠᯏ㑐ޟߪ⟎⸳ߩߘޔࠅߢ㖧࿖㌁

ⴕᴺߩޠⷙቯߦၮޕߚࠇߐߣߩ߽ߊߠฦ⇇ઍࠄ߆ㆬ߫ߚࠇหᆔຬ会ߪ㧣ੱߩ⾗ᩰᆔຬ

ߪ日ᧄ大⬿⋭㧔⸃ᓟޔߪ㊄Ⲣ᭴ㅧߩ೨⸂ߩห࿖ޕߚߡࠇߐ᭴ᚑࠄ߆ઍℂੱߩหᢙߣ

㖧࿖⽷ോ⋭㧕ࠆࠃߦ⛔ᴦਅޔࠇ߆⟎ߦᣥޟᦺ㞲㌁ⴕࠍޠ㗂ὐߦ⟎ࠆߌߠᡰ㈩ᒻᘒߞߢ

ߜᜬߦ㖧࿖ࠍ㊄Ⲣᐲߥ⊛᳃ਥߡߞࠊઍߦ㊄Ⲣ᭴ㅧߥ⊛ቭᡰ㈩ޔߪࠄᓐߚߒߥߺߣޔߚ

ㄟߺᩮޕࠆߢߩ߽ߚߒߣ߁ࠃߖ߆ߠ 

ฦ⇇ઍࠄ߆᭴ᚑޟࠆࠇߐ㊄Ⲣㅢ⽻ᆔຬ会ޠਥዉဳߩ㊄Ⲣ᭴ㅧࠍቯ⌕࡞ࡉޔߚࠆߖߐ

ߥ▸ᐢ߽ߡߒߣᜰ␜⋙〈ᯏ㑐ߦหᤨߣ╷ቯᯏ㑐ߡߒኻߦหᆔຬ会ߪࠄ࠼࡞－ࠖࡈࡓ－

ᮭ㒢ߣᓎഀࠍઃਈߚ߹ޕߚߒ᳃ਥ⊛ߥ㊄Ⲣᐲࠍ㖧࿖ߦᜬߜㄟߺᩮߦࠆߖ߆ߠᒰޔࠅߚ㊄

Ⲣ╷߇ਇᒰߟ߆ᕭᗧ⊛ߥᐭᮭജߩࠍߩࠆࠇߐࠄߐߦㆱ߽ߢ߹ߊޔߌ⁛┙ᕈࠍ

᭴ᗐࠍᣇࠅߩ᭴ᚑߣ❰⚵ߩหᆔຬ会ߡߞ୮ߦᐲߩ㧲㧾㧮ޔ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߌ⛯ߜ

 ޕߚߒ

㊄Ⲣㅢ⽻ᆔຬޟߔߥࠍᩭᔃߩ㊄Ⲣᡷ㕟ࠆࠃߦࡦࡦࠚࠫޔ࠼࡞－ࠖࡈࡓ－࡞ࡉޔߒ߆ߒ

会ߪޠ☨࿖ߩァᚢ⇛ߩᓇ㗀ࠅࠃߦᯏ⢻ޕߚߞ߆ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߔਛᄩ㌁ⴕౝߦഃ⸳ࠇߐ

ޔᴦߡߞ߽ޔߒ⚂集ࠍ㒢ᮭߥᒝ大ࠆ߃߽ߣ⇣ޔߦߣ߽ߩޠ㊄Ⲣㅢ⽻ᆔຬ会ޟ߈ߴࠆ

ⴕߩߤߥ⇇⽷ޔ⻉ജࠆߥ߆ࠆࠃߦޔᐓᷤࠍ↱⥄߽ࠄ߆⏕߁ߣޔࠆߔᣇ㊎߳

ߐ⸳ഃߦ㧔ਛᄩ㌁ⴕౝޠ㊄Ⲣㅢ⽻ᆔຬ会ޟޕࠆߢߩߚߞߥߣߣߎߊߡࠇߐᢢߪ論⼏ߣ

⁛↱⥄ߩࠄ߆ᴦ⊛ജࠆࠁࠄޔߌߠ⟎ߣᦨ㜞ᗧᕁቯᯏ㑐ࠆߔ㑐ߦ㊄Ⲣࠍ㧕ࠆࠇ

ߦߣߎࠆࠇࠄ進߇ᐲᡷ㕟ߡߌะ߳┙⏕ߩޠᆔຬ会⛘ኻఝޟ߁ߣࠆߔ⏕ࠍ┙

 ޕߊߡߞߥ
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ㅢߩᰴߪ⊛ౝኈౕߩ᭴ᗐޠ㊄Ⲣㅢ⽻ᆔຬ会ޟࠆࠃߦࠄࡦࡦࠚࠫޔ࠼࡞ࠖࡈࡓ࡞ࡉ

 ޕߚߞߢࠅ
 

 ᭴ᚑ              છᮭ⠪ߩޠ㊄Ⲣㅢ⽻ᆔຬ会ޟ

㧝ޔ大⬿大⤿ 
㧞ޔਛᄩ㌁ⴕ✚ⵙ㧔ᓟߩ㖧࿖㌁ⴕ✚ⵙ㧕    大⛔㗔ࠆࠃߦ⋥ធછ 
㧟ޔㄘᨋ大⤿ޔડ↹ᐡ経済ᆔຬ会 
 ធછ⋤ࠆࠃߦផ⮈     㧞ฬ      大⛔㗔ࠆࠃߦ  
㧠ޔ᳃㑆㊄Ⲣᯏ㑐ផ⮈  㧞ฬ      大⛔㗔ࠆࠃߦ⋥ធછ 
㧡ޔ㖧࿖Ꮏ会⼏ᚲផ⮈ 㧝ฬ      大⛔㗔ࠆࠃߦ⋥ធછ 

⸥ߩว⸘㧣ฬߩᆔຬߦኻࠇߙࠇߘޔߒฦ㧝ฬޟߩઍℂੱ߇ޠㆬછߜࠊߥߔޕࠆࠇߐ⾗

ᩰᆔຬ㧣ฬߩߘߣઍℂੱ㧣ฬޔว⸘㧝㧠ฬޟߡߞࠃߦ㊄Ⲣㅢ⽻ᆔຬ会ߪޠ᭴ᚑޕࠆࠇߐ 
એ߽ࠄ߆ޔߦ߁ࠃߥ߆ࠄᆔຬว⸘㧣ฬߜ߁ߩ㧢ฬ߇大⛔㗔⥄りߩ⋥ធછᮭߣࠆࠃߦ

ߦߣߎ߱ࠃ߅ߦ⊛ធ⋤ߡߒ㑐ߦᆔຬછߩߡߴߔ㧢ฬޔߪ大⛔㗔ᮭ㒢ޕࠆߡߞߥߣࠈߎ

߆ᴦޔ᧪ᧄޔߒᏀฝ߽ࠍቯߩ㊄Ⲣㅢ⽻ᆔຬ会߇ᗧะߩ大⛔㗔ߩᤨޔࠄ߇ߥᒰὼޕࠆߥ

ታޔታߩߘޔ߇㊄Ⲣㅢ⽻ᆔຬ会ߩߕߪࠆࠇߐ⸳ഃߦߚࠆߔ┙⏕ࠍᕈ┙⁛ޔਛ┙ᕈߩࠄ

 ޕࠆߡࠇߐౝ൮߇ᔨ ࠆࠇߐᓮߦᡰ㈩ਅߩᴦ⊛ᗧᕁࠆࠃߦ大⛔㗔ߡ߅ߦ
㊄Ⲣㅢ⽻ᆔຬ会ߩ᭴ᚑᆔຬㆬછߦ㓙ޔࠫ࠼࡞ࠖࡈࡓ࡞ࡉޔߡߒ ࠅࠃᒰೋ߇ࠄࡦࡦࠚ

ᒝജߥ大⛔㗔ᮭ㒢ࠍኈࠍࠆߑߖᓧߊߥ߽ߢ߹߁ޔߪߩߚߞ߆ߥᒰᤨߩ㖧࿖ࠆߌ߅ߦ

ᴦജ学ߩታ߇ࠈߎߣࠆࠃߦ大ޕ߈ 
ߪ᧘ᛚ᥅ᮭߩᒰᤨޔߚߩߘ 1954 年ߡߞ⥋ߦ 11 月 29 日ࠄ߆⠉ 55 年 7 月 4 日߹ߩߢ

ᦼ㑆ޔ᳃㑆㌁ⴕࠍߡߴߔߩᐭ▤ℂޟࠆߔߣߊ߅ߦߣ߽ߩ経済㕖Ᏹᘒት⸒ޕߚߒ⊑ࠍޠ

ᦺ㞲ᚢ⚳⚿ᓟߩ経済ᷙੂߩߘ߇ℂ↱ߩߎޕߚࠇߐߣ⚿ᨐߓߪ࠼࡞ࠖࡈࡓ࡞ࡉޔ☨

࿖ߩᗧ࿑ߦޔߡߒᐭߩ㌁ⴕᩣߪ᳃㑆ߦಽᢔߚ߹ޔߊߥߣߎࠆࠇߐ㊄Ⲣᯏ㑐

ห჻ߩ⋧ᜬวᩣᑼ߽ߩߘ߹߹⸃ᶖޔߊߥߣߎࠆࠇߐᣥ߇ᜬ⛯ޕߚߞߥߣࠈߎߣࠆߔ

ߺⴕ済⊑ߩᏒਛ㌁ⴕోߪ(ᩣวߜ㌁ⴕ㑆⋧ᜬ߮ࠃ߅ᐭᏫዻ㌁ⴕᩣ)⸘วߩᩣᑼࠄࠇߎ

ᩣᑼᢙߩ 70  ޕߛࠎߢ߹ߦ࠻ࡦࡄ
ᐭᏫዻᩣߩᛄਅߪߍ೨ᓟ㧣回ߡߞߚࠊߦⴕޔ߇ߚࠇࠊᧅᢙߩ㒢ߜ߁ޔࠅࠃߦߤߥ

㧢回߹ߢ⪭ᧅ⠪ߪޟޕߚߞ߆ߥࠇ㌁ⴕᏫዻᩣᛄਅߍⷐ✁ߩޠ⊒ࠄ߆㧞年ㄭߊ経ㆊߚߒᓟޔ

ߜࠊߥߔ 1957年 2月ߦⴕߚࠇࠊ 7回⋡ߩᛄਅߊ߿߁ࠃߡߞߚߦߍೋߩ⪭ᧅ⠪ޕߚࠇ߹↢߇

ߩߎ 7 回⋡ߩᛄਅޔߡ߅ߦߍᐭߩᛄਅߍଔᩰߩቯᣇᑼޔฦ⒳᧦ઙߩ⸳ቯᭂߪߤߥ

ࠍ⋊ߥ߈大ߪ᳃㑆⾗ᧄޔቯ㓏ጀ․ߚߌฃࠍߍᛄਅߚߩߎޕߚࠇࠄ進ߦ߹߹ߥᦌᤒߡ

੨ฃޕࠆߢߩߚߞߥߣࠈߎߣࠆߔ᧘ᛚ᥅ᮭߩߘߪᛄਅߍଔᩰߩቯߡᭂ߽ࠍᕭᗧ⊛

 ޕ(ߤߥߍᒁਅߩଔᩰߍᛄਅߥ大)ߚߞⴕߦ
᧘ᛚ᥅ᮭߩඨ߫ᗧ࿑⊛ߥ╷ߩㅅࠍᅢᯏޔߡߒߣᒰᤨޔഺ⥝ᦼߚߞߦᣂ⥝⽷㑓ߪ

ᓧᯏ会ࠍᦨ大㒢ޔߒ߆↢ߦᚻࠆߔߦᏅ⋉ߩ㗵ࠍ大ߡߒ߁ߎޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔߊ߈ᓟߦ

㖧࿖経済ߦ大ߥ߈ᱠޟࠆߥߦߣߎߊ▽ࠍ․ᕺ⽷㑓ߩޠᒻᚑ߳ะߡߌᘒߪ大ߊ߈進ߛࠎ

 ޕࠆߢߩ
ߪ㑓⽷ޔߕࠇߐታⴕߪ〉⋘ߩߍᛄਅޠᐭᏫዻᩣޟࠆࠃߦޠ㊄Ⲣㅢ⽻ᆔຬ会ޟޔᨐ⚿ߩߘ

᧘ᛚ᥅ᮭߩߣੱ⊛ߡߞࠃߦ߈ߟ߮⚿ߥ㌁ⴕᩣࠍ大㊂ߦขᓧޕߚߒ㌁ⴕᩣࠍᐭᏫ

ዻᩣ߇ᱜߦᛄਅޟޔߕ߃ߪߣߚࠇࠄߍ⽷㑓ࠍޠೋޔߡߒߣ৻ㇱߩ大ਥ߿ᣥቭޔᣂ

⥝ੱߤߥ․ቯ㓏ጀߦޟߥᜰฬഀᒰߣ߳ޠਥᣦ߇ᱡޕߚࠇࠄߥ᧦ઙߢᐭᏫ

ዻᩣߩᛄਅࠍߍฃޟߚߌ⽷㑓ޔߪޠ᧘ᛚ᥅ᮭߩࠄ⥄ޔߣ߽ߩ㊄Ⲣ⽷⊛ၮ⋚ߩᒝ化ࠍ

ޔߊߥߢߩࠆߔࠍᩣᑼߩડᬺߡߞߥߣਛᔃ߇㌁ⴕߦㅒߪߣ日ᧄޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆ߆ߪ

⽷㑓߇ᐭᏫዻᩣࠍ大㊂ߦࠆߔ⚿ᨐޕߚߞߥߣᐭᏫዻᩣߩਥⷐߥㇱಽࠍ㌁ⴕᩣ߇භ

 ޕࠆߢࠄ߆ߥ߽ߢ߹߁ߪߣߎߚߡ

ਈౄޔߡߒߣኻ⛎ઃࠆߔ↢ነߦኻ㖧េഥࠆࠃߦ࿖☨ߪ㧔৻ᣖ㧕－࠽－ࠝޠ㑓⽷ޟߚ߹

⥄↱ౄߦ⩨大ߥᴦ₂㊄ࠍⴕߡߞࠃߦࠇߘޔᦺ㞲ඨፉⷫߪߢ☨ᮭߩ経済⊛ቯ߇⏕
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ߦ㖧࿖߽ߡߞߣߦ࿖☨ޔߪ㖧࿖⽷㑓ࠆߔᜬ⛽ࠍᘒ⁁ޠᧂಽ㔌ߩ経༡ߣᚲޟޔએᓟޕߚࠇߐ

ኻࠆߔ⥄࿖ߩ経済⊛ᓇ㗀ജࠍ㚟ࠆߔᚻᲑߡߒߣ↪ଔ୯ࠍᄬߡߒ߁ߎޕߚߞ߆ߥࠊ☨࿖

 ޕߚߞߥߣሽࠆߔࠍኂߦߪ㖧࿖⽷㑓ߣ

 

㧟㧚ߩޠ⒖ᬀޟᝂ᛬ 
 

ㅀޟߪࠄ࠼࡞－ࠖࡈࡓ－࡞ࡉޔߦ߁ࠃߚߒ㊄Ⲣᐲᡷ㕟ߦޠะޟߚߌ൘๔ᦠࠍޠᚑ

ߣⅣ৻ߩߘޔࠇ߆߅ߦޠ㊄Ⲣ᳃ਥ化ޟߪਛᔃ⺖㗴ߩห൘๔ᦠޕߚߒ␜ឭߦ㖧☨ਔᐭޔߒ

ࠆࠃߦޠធ㊄Ⲣ⋤ޟޕߚߞߢߩ߽߁ߣޠធ㊄Ⲣ߳⋤ࠄ߆㑆ធ㊄Ⲣޟ߇ߩߚࠇߐឭ໒ߡߒ

ડᬺߩ⾗㊄⺞㆐ࠍਛᔃߦᝪޔࠅࠃߦߣߎࠆ߃㗂ὐߦਛᄩ㌁ⴕࠍ㈩ߒ৻⥸᳃㑆㊄Ⲣᯏ㑐ࠍ

ਅߦޠဳ࠼࠶ࡒࡇޟ߁ߣࠆ㊄Ⲣᐲࠄ߆☨ㅪ㇌Ḱᐲℂ会㧔㧲㧾㧮㧕ਥዉဳ

 ޕߚߞߢࠄ߆ߚࠇߐᢿ್ߣߩ߽ߒ߹ᦸޔࠅߢน⢻߇ߣߎࠆߖߐ⒖ⴕߣޔ㊄Ⲣᐲ߳ߩ

 หᤨߩࠄ࠼࡞－ࠖࡈࡓ－࡞ࡉޔߦ൘๔ߡ߅ߦᦨ߽㊀ⷐߥὐߕ߹ޔߪ㖧࿖ߩဋⴧ⽷ߩ

㆐ᚑߦߚߩߘޔࠅߢᑪ⼏ߚࠇߐ⻉ᣉ╷ߜ߁ߩᦨ㊀ⷐߩᗧߣᓎഀࠍᜂ߁ᯏ㑐ߡߒߣᣂ

㊄Ⲣޟߩߎޕࠆߦߣߎߚߞߚ߁ࠍ⸳ഃߩ㧔1�50年�月12日⸳┙㧕ޠ㊄Ⲣㅢ⽻ᆔຬ会ޟߦߚ

ㅢ⽻ᆔຬ会ߪޠ㊄Ⲣ╷ቯߦ㑐ޟࠆߔᦨ㜞ᗧᕁቯޠᯏ㑐ޟߪ⟎⸳ߩߘޔࠅߢ㖧࿖㌁

ⴕᴺߩޠⷙቯߦၮޕߚࠇߐߣߩ߽ߊߠฦ⇇ઍࠄ߆ㆬ߫ߚࠇหᆔຬ会ߪ㧣ੱߩ⾗ᩰᆔຬ

ߪ日ᧄ大⬿⋭㧔⸃ᓟޔߪ㊄Ⲣ᭴ㅧߩ೨⸂ߩห࿖ޕߚߡࠇߐ᭴ᚑࠄ߆ઍℂੱߩหᢙߣ

㖧࿖⽷ോ⋭㧕ࠆࠃߦ⛔ᴦਅޔࠇ߆⟎ߦᣥޟᦺ㞲㌁ⴕࠍޠ㗂ὐߦ⟎ࠆߌߠᡰ㈩ᒻᘒߞߢ

ߜᜬߦ㖧࿖ࠍ㊄Ⲣᐲߥ⊛᳃ਥߡߞࠊઍߦ㊄Ⲣ᭴ㅧߥ⊛ቭᡰ㈩ޔߪࠄᓐߚߒߥߺߣޔߚ

ㄟߺᩮޕࠆߢߩ߽ߚߒߣ߁ࠃߖ߆ߠ 

ฦ⇇ઍࠄ߆᭴ᚑޟࠆࠇߐ㊄Ⲣㅢ⽻ᆔຬ会ޠਥዉဳߩ㊄Ⲣ᭴ㅧࠍቯ⌕࡞ࡉޔߚࠆߖߐ

ߥ▸ᐢ߽ߡߒߣᜰ␜⋙〈ᯏ㑐ߦหᤨߣ╷ቯᯏ㑐ߡߒኻߦหᆔຬ会ߪࠄ࠼࡞－ࠖࡈࡓ－

ᮭ㒢ߣᓎഀࠍઃਈߚߒ㧥㧕ߚ߹ޕ᳃ਥ⊛ߥ㊄Ⲣᐲࠍ㖧࿖ߦᜬߜㄟߺᩮߦࠆߖ߆ߠᒰޔࠅߚ

㊄Ⲣ╷߇ਇᒰߟ߆ᕭᗧ⊛ߥᐭᮭജߩࠍߩࠆࠇߐࠄߐߦㆱ߽ߢ߹ߊޔߌ⁛┙ᕈࠍ

ޔ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߌ⛯ߜ㧲㧾㧮ߩᐲߦ୮ߡߞหᆔຬ会ߣ❰⚵ߩ᭴ᚑࠅߩᣇࠍ᭴

ᗐޕߚߒ 

ߣ፣უߩߎޕߚߒ፣უߒᝂ᛬ߦ⊛⚳ᦨߪ᭴ᗐࠆࠃߦࠄ࠼࡞－ࠖࡈࡓ－࡞ࡉߩߎޔߒ߆ߒ

㖧࿖⽷㑓ߩᒻᚑߩߣ㑆߽ߦኒធߥ㑐ଥ߇ࠄ࠼࡞－ࠖࡈࡓ－࡞ࡉޕࠆࠇࠄߺ߇⸰㖧1�4ߚߒ�

年ޔ㖧࿖ߪᑪ࿖ᓟ㑆߽ੂᷙߥᦼޔࠅߦ࿖ኅ੍▚ߩᱦޔᱦߩဋⴧߊߒ⪺߇፣ޔࠇ⽷

ߪ⎕ዪ⊛ߥෂᯏߦ⥰1�50ޔߌࠊࠅߣޕ ߚߡࠇࠊ年�月ߦഺ⊒ߚߒᦺ㞲ᚢࠆࠃߦァ

⾌⽶ᜂߩᕆ⤘⣘߽ᷓߢ߹ࠇߘޔߪೞ化ߚߡߒ࿖ኅ⽷ߩෂᯏࠆߥࠄߐߦ⎕ዪߩෂᯏࠍ

ဋ߇ߩ⣘⽷⤘߁ߦァ⾌Ⴧޔߒ⊑ഺ߇ᚢߦ߃߁ߩ⎕Ṍ⊛⽷⁁ᴫޕߚߒࠄߚ߽

ⴧ⽷ߚ᳞ࠍኻ㖧㊄Ⲣᡷ㕟ߩ⌕ᚻࠍ࿎㔍ޕࠆߢࠄ߆ߚߒߣߩ߽ߥ 

㖧࿖߁ߣ㒯༡ߩᦨవ┵ߚࠇߐࠄߚ߽ߡ߅ߦᚢޔߪᐭߒ⪺ࠆࠃߦਛᄩ㌁ⴕ

୫ࠍਇนㆱޕߚߒߣァ⾌ߪߣߎߔࠄᷫࠍᢜኻࠆߔർᦺ㞲㧔ᦺ㞲᳃ਥਥ⟵ੱ᳃࿖㧕

ߦߌࠊߔࠄᷫࠍᏂ㗵୫ߩࠄ߆ਛᄩ㌁ⴕߪ㖧࿖ᐭޔߚߩߎޕࠆ߇❭ߦァ⊛ఝߩ

ࡊࠨ－ࡀࡑߥᕆỗߪਛᄩ㌁ⴕ୫ࠆߥㆊᐲߩᐭ߁ߥ߽ߣߦァ⾌Ⴧޔ߽߆ߒޕߚߞ߆ߥ

࠙࠰ࠆߔߣ100ࠍ㧔1�47年ߚߒ進ዷߣ߳ࡈࡦࠗߩ㜞ᐲߦ⊛ᔅὼߪࠇߘޔߒࠄߚ߽ࠍჇࠗ

 ޕ 㧕ߚߒ㍳⸤ࠍ���4ߪߦ53年ߦࠄߐޔ4751ߪߦ⠉52年ޔ21�4ߦ51年ߪᄁ‛ଔᜰᢙ࡞

ߪหᆔຬ会ޔ߫ࠇߔߣ߁ࠈߣࠍ╷✦ᒁ߇ޠ㊄Ⲣㅢ⽻ᆔຬ会ޟߦߡߒߣ╷ኻࡈࡦࠗ

㖧࿖ᐭߦኻߡߒァ⾌⽶ᜂߩᷫࠍޔࠇߐߊߥหᆔຬ会ߩ⸳┙⿰ᣦߪߦ߆ࠄ☨࿖

߁ߣᦺ㞲ᚢߚߒ⊑ഺߢ┵ᦨవߩ㒯༡ޔߦ߁ࠃߩߎޕߟ┙ߦኻ┙㑐ଥߣ⇛ァᚢߩ

࿖ኅ⊛ޔ␠会⊛ෂᯏߦ⋥㕙ߚߒ㖧࿖ޔߡ߅ߦᧂᦦߩ㛍ੂߩߘߣ⚿ᨐ߽ߚࠇߐࠄߚቯ

㊄ߩࠄ࠼࡞－ࠖࡈࡓ－࡞ࡉߚ߃໒ࠍ⟎⸳ߩޠ㊄Ⲣㅢ⽻ᆔຬ会ޟޔ߇ੂᷙ⊛会␠ޔ⊛ᴦߥ⊛

Ⲣᡷ㕟ࠍ፣უ߳ߣㅊㄟ⚿ᨐޕߚߞߥߣ 

ߩᓟߩߘޕߚࠇߐߊߥࠍᝂ᛬ޔ߽ߡ߅ߦ㖧࿖߽ߡ߅ߦ日ᧄޔߪߦታߪࠄࠇߘ

ᱧผޔߪ☨࿖ߩឝޔ߇⊛⋠ߚߍㅒߦᒰೋߩ☨࿖ߩᗧߦⷫߡߒ☨ᮭߣ߽ߩ⽷⇇≹⌕ߩ
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࿃ޔࠅߥߣᐭᏫዻ⽷↥ᛄਅߩߍ㓙ޔߦ߁ࠃߚࠇࠄߺ߽ߦ․ቯ㓏ጀߩᮭ᭴ㅧࠍ⢈大化ߐ

ኈࠍ┙⏕ߩኦභ化ᘒޔߡߞࠃߦ╷ߩᐭਥዉߩߎޕߚߞߥߣߣߎࠆ߇❭ߣᨐ߳⚿ࠆߖ

ᤃޔࠅߥߣ⾗ᧄ⫾Ⓧ߇㜞ᐲߦ進ߩߎޕࠆߢߩߚߞߢࠎ⒳ߩ᳃ᣖ⾗ᧄߦࠄߐ߇経済⊛ޔ

ᴦ⊛ᓇ㗀ജࠍᒝࠆᄾᯏޔ߇ߩߚߞߥߣᐭᏫዻ㌁ⴕᩣߩᛄਅߍ╷ޕߚߞߢᛄਅߍ

ޔߒ↪ᵴߦߦࠄ⥄ࠍ㑐ଥ⌕≸ߩߣ᧘ᮭޔ߇ቯ᳃ᣖ⾗ᧄ․ߡ߅ߦㆊ⒟ࠆࠇࠊⴕ߇

㧢ߩᒰೋޔ߇ߚࠇࠄߺ⹜ߡߞᷰߦ㧣回ߡߞࠃߦᧅᣇᑼߪᷰ⼑ߩᐭᩣ)ߚߒᓧ₪ࠍᮭ

回ߡ߅ߦ⪭ᧅ⠪ߪ⊝ήޕ(ߚߞߛ 
એߦߥ߁ࠃߚߍℂ↱ࠄ߆ᐭᏫዻᩣߩᱜߥᛄਅߘߎߍᦨ㊀ⷐߩ⺖㗴ߡߒߣᒝ⺞ߐ

ᩣᑼᏒ߇㊄⺞㆐⾗ߥṖߩડᬺ⥸৻ޔࠇߐ⢒ᚑ߇ᩣᑼᏒ႐ߚࠇߚߩᴦ⊛ਛ┙ᕈޕߚࠇ

႐ࠍਛᔃߦⴕޔ߫ࠇߥߦ߁ࠃࠆࠇࠊ㊄Ⲣߦ⇇ᬺ↥ኻࠆߔᴦ⊛ജ߿ᴦ⊛ኂࠄ߆㔌

㊄Ⲣஜޟࠆߔ⸒ឭߩࠄ࠼࡞ࠖࡈࡓ࡞ࡉߪߡ߭ޔࠅߥߣ経済ᵴേ߽น⢻ߥ⊛ᓞ⥄ߚࠇ

ో化ߩޠታߦㅢ್ߣࠆߓᢿߩߘޔߒ߆ߒޕࠆߢߩ߽ߚࠇߐᓟߩ᧘ᮭߩ╷࡞ࡉߪ

 ޕࠆߥߣᨐ⚿ࠆߔㅺ⣕ߊ߈大ࠄ߆✢〝ஜో化ޔ㊄Ⲣᡷ㕟ߚߒ⼏ᑪߩࠄ࠼࡞ࠖࡈࡓ
 

㧠㧚․ᕺ⽷㑓ߩᚑ┙ 

 
એㅀ1�50ޔߦ߁ࠃߚߴ年ઍߩ㖧࿖ޔߪߡ߅ߦ⽷㑓ߩ↢ᚑߪ․ᱶޟߥᐭᏫዻ⽷↥ޠ

ァ☨ࠎߚߞޔᓟ⸂ߩࠄ߆ᣥ日ᧄᬀ᳃ޔߪߣޠ↥⽷ᐭᏫዻޟޕߚߡߒ⊑ߦߍᛄਅߩ

ᐭߩធᚲߚߞߥߣᣥ日ᧄᐭ᳃㑆ߩߘޔ߇↥⾗ߩᓟޔ☨ァᐭࠆࠃߦ⛔ᴦߩ⚳

 ޕࠆߡߒᜰࠍㇱ৻ߩ↥⾗ߚࠇߐᷰࠅ⼑ߢήఘߦ㖧࿖ᐭޔᑪ࿖⋥ᓟߩ1�4�年�月ޔߦᯏࠍ⚿

༡↥↢ߩᣥ日ᧄ♽ડᬺߟ߽ࠍὐߦ㖧࿖࿖ౝޔᓟߩߘޔߪޠ↥⽷ᐭᏫዻޟߩࠄࠇߘ

߁ߘ߁ߘ⿷⊑ޔᆎ㜞ࠍଔ୯ߦᰴ第ޔߥ߽ߣߦ㧕ࠆࠃߦ᳃㑆ੱ㐿㧔㖧࿖ᐭౣߩᬺ

 ޕߚߡߞߥߣߩ߽߁ᜂࠍ⠢৻ߩ↥⾗ߥജߪߡߞߣߦ᧘ᛚ᥅ᮭߩ

หᮭޔߪห⽷↥ࠍ᳃㑆ߦᑇଔߥઍఘޔߒᷰ⼑ߢ࿖ߩ⽷⁁ᴫߩᡷༀߦᓎ┙߽ߣߣࠆߡ

ᧄജᒝ化⾗ߚ߹᳃㑆ડᬺ߽ߡߞࠃߦߣߎࠆߔ߇᳃㑆ࠍ↥⾗ߚߞߥߣ⽎ኻߩߍᛄਅޔߦ

 ޕߚߒᢿ್ߣࠆ᧪߇ߣߎࠆߡ┙ᓎߦ

એߩ経✲ࠍ経ޔߡ᧘ᛚ᥅ᮭߪⓍᭂ⊛ޟߦᐭᏫዻ⽷↥ߩޠᛄਅߍ╷ߦ進ޔ߇ߚߒ

ޔᣥቭ߿大ਥߩㇱ৻ޔߕ߃⸒ߪߣߚࠇࠊⴕߡߞࠃߦᣇᴺߥᱜ߇ߍᛄਅߩ↥⽷ࠄࠇߘ

㌁ⴕኅޔᣂ⥝ੱߤߥ․ቯ㓏ጀߺߩߦߥᜰฬഀᒰ߇ណߩࠄࠇߘޕߚࠇࠄ㓏ጀ߆ߥߩ

ߣ㑓߽⽷ߩᓟޔࡊ࡞ડᬺࠣߚߞߟߟߒบ㗡ߦߢߔޕߚߞߡࠇߐᒻᚑ߇ޠ㑓⽷ޟࠄ߆

⚳ᦨޔߪߍᛄਅߩޠ↥⽷ᐭᏫዻޟޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߌฃࠍߍᛄਅߢઙ᧦ߥߡᭂߦ߽

࡞ࠣߩߘߣડᬺߩࠄࠇߘߡ߇߿ޔࠅߥߣᨐ⚿ߔࠄߚ߽ࠍᓧߥ߈大ߦ㓏ጀߩࠄࠇߘߦ⊛

 ޕࠆߢߩߚߞߥߦ⋛ၮߊߡߒᚑ㐳ߣ㖧࿖⽷㑓߳߇ࡊ

㖧࿖ߪᒰᤨޔ⽷⎕✋ߩෂᯏߦἄޔࠅ߅ߡߒᒰᤨߩ᧘ᛚ᥅ᮭߦߢߔޔߪߡ߅ߦᦺ㞲ᚢ

ഺ⊒ߦవ┙1�4ߟ�年ޔߪߦ࿖ኅ੍▚ߩᱦᱦ߇ࠬࡦࡃ大ߊ߈፣ޔࠇ⎕ዪ⊛ߥ⽷

ෂᯏߦ⥰ޕߚߡࠇࠊᒰᤨޔᐭߪᏂ㗵⿒ሼࠍႯߚࠆߔ࿖ௌ⊒ⴕߓߪࠍᐭ୫

㊄ߦଐሽࠍࠆߑߖᓧߥ⁁ᘒߦ㒱ޕߚߡߞᱦⷙᮨ߇৻⥸会⸘(✚ᱦⷙᮨ)ߩඨಽ߽ߦ

ḩߥߚෂᯏ⊛⽷⁁ᴫߚߒ߁ߎޕࠆߥߦߣߎߚߡ⛯߇┆ㄼࠆߔ⽷⁁ᴫࠍ߽ߚ

 ޕߚߞ߇ේ࿃ࠆߚਥߦᒛ⤘ߩᱦޔᕆჇߩ⾌ァޔߪߩ

᧘ᛚ᥅ᮭߩߎߪᏂ㗵ߩᐭ⿒ሼޔᱦᰳ㒱ࠍၒࠆᣇ╷ޔࠍ☨࿖ࠆࠃߦᏂ㗵េഥ(⾗
㊄‛⾰ਔ㕙ߩࠄ߆េഥ)ߩ৻ጀߩჇ㗵ޕߚ᳞ߦหᮭޔߪ☨࿖ࠆࠃߦេഥࠍᦨ大㒢ߦ

ᡰ㈩ߩߘޔߒ回ㆱࠍ╷ࠆߥㆊࠆࠃߦ࿖☨ߔࠄߚ߽߇Ꮒ㗵េഥޔߒ߆ߒޔߟߟߒ↪

ജࠆ߈ߢࠍ㒢ࠅᒙޔ࿖ౝᴦߩ⥄┙ᕈޔ経済ߩ⥄ਥᕈࠍ₪ᓧޔᜬߩ․⁛ޔߚࠆߔኻ

ಣ╷߇ࠇߘޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆߣࠍᒰᤨޔบ㗡ޔߒᰴ第ߦജߜ߽ࠍᆎޟߚߡ⽷㑓ߩޠ

ᴦജޔ経済ജߩ↪ޔᵴ↪߁ߣᴦ⊛ㆬᛯޕࠆߢߩߚߞߛ 

᧘ᛚ᥅ᮭࠆࠃߦᣂ⥝経済ജߜࠊߥߔޔ࿖ౝ⽷㑓ߩ⢒ᚑ╷߫߃ߣߚޔߪ᧘ᛚ᥅ᮭߩ

ផߒ進ޟߚャઍᦧᎿᬺ化╷ౕ߽ߦ߆ߥߩޠޕࠆߡߒห╷ߪᒝജߥ࿖ౝ↥ᬺ

⊛࿖ౝߡߒߘޔ⊛⟵⼔ਥ⊛㐽㎮ߪߦ⊛࿖㓙ߡߒߣᨐ⚿ޔࠅߢߩ߽ߚࠇࠄ߃ᡰߦ╷⼔
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ߦ߁ࠃࠆࠇߐዷ㐿ߡߒߣ╷ఝㆄߩᩰߩ߳ޠ㑓⽷ޟߚߞߟߟ࿕ࠍ⋛ၮᬺ↥ߦߢߔߪߦ

ޔߪ㑓⽷ߜࠊߥߔޕߚߞߥߣᨐ⚿ࠆߔࠍេഥ߽⽷㑓ࠆࠃߦ࿖☨ޕࠆߢߩ߽ߚߞߡߞߥ

☨࿖ࠆࠃߦេഥࠍᵴ↪(ߥ߹ߑ߹ߐߩฃᵈߤߥ)ߩࠄ⥄ߢߣߎࠆߔᚑ㐳ࠍ進߇ߣߎࠆ

 ޕߚ߈ߢ

⊛ᱧผߚߌฃߊᒝࠍᓇ㗀ߩ✲ᱧผ⊛経ߚࠇ߆⟎ߦ日ᧄ⛔ᴦਅޔߪ⟵㖧࿖⾗ᧄਥ߽ߘ߽ߘ

経✲ࠄ߆ᆎ߹᰷ޕࠆ☨⻉࿖ߦㅊࠍߣߎߊߟ⋡ᮡߩဳࡊ࠶ࠕ࠴࠶ࡖࠠߦ経済╷ߦਥ⌒߇

ߦޠ᧘ᛚ᥅ᮭޟᮭ☨ⷫߦᯏࠍᦺ㞲ᚢޔߪ㖧࿖ߚߒ↪ណࠍ╷ᧄ⫾Ⓧ⾗ߩ日ᧄߚࠇ߆⟎

ァߩ㖧☨ਔ࿖ߢߣߎࠆ߆ߪࠍቯߩ᧘ᮭޔߚߩߘޕߚߒߣ⟵৻第ࠍᴦ⊛ቯࠆࠃ

ജᒝ化ࠍ進ޔ↥ജࠍ㒐߁ߣࠆߔ⇇ᚢ⇛ࠍᚑഞ߇ߣߎࠆߖߐᦨఝవ⺖㗴ࠇߐߣ

߁ࠆߔᛥᱛࠍ化ⷐ᳞┙⥄ߦหᤨޔߟߟࠅ߆ߪࠍᒝ化ߩァജ経済ജߩ㖧࿖ޕࠆߢߩߚ

⇛ァ⊛⇇ᚢ⊛ᴦߩ࿖☨ߪ㖧࿖⽷㑓ߚࠇߐߥߺߣࠆߦᓮਅߩᮭߩᒰᤨޔߢ߃

 ޕߚߞߢߩ߽߁ᴪߦ

ᒰೋޔ☨࿖ޟߪ㊄Ⲣ᳃ਥ化ޠ㆐ᚑߦߚߩ☨࿖ဳ㊄Ⲣޟߩ߳࡞࠺ࡕᐲ⒖ᬀࠍޠⴕߚߞ

㈩ಽߚᰳࠍߐᱜޔ⊛ᕭᗧߪⷐ᳞ߩߍᐭᏫዻ㌁ⴕᩣᛄਅߚߌะߦ⟵࿖ဳᏒ႐ਥ☨ޔ߇

ᣇᴺࠅࠃߦᒝⴕޔࠇߐ㌁ⴕᩣࠍขᓧߚߒ․ᕺੱࠍ㖧࿖⽷㑓߳ߣ⢒ᚑࠆߖߐⷐ࿃ࠍᚑޕߚߒ

㖧࿖⽷㑓ߩ↢ᚑ⊒ዷߩߘޔߪߦ⢛᥊ߥ߁ࠃߩߎߦ☨࿖ࠆࠃߦᴦ⊛ァ⊛⇇ᚢ⇛ߩ

ᕁᖺ߇ሽޔߜࠊߥߔޕࠆߢߩߚߡߒᦺ㞲ᚢᓟࠆߌ߅ߦ☨࿖ࠆࠃߦᒝ⎬ߥᄖᚢ⇛

ޔࠅ⥋ߦᝂ᛬ߪޠᐲ⒖ᬀޟኻ㖧ߩ࿖ဳ経済ᐲ⥄ߦቯ⌕㧕ߩ಄ᚢ᭴ㅧ࠰☨ዷ㐿㧔ߩ߳

ᓟߩ⽷㑓ਥዉဳߩ経済⊒ዷ߳ޕߚߞ߇❭ߣ☨࿖ဳ経済ޟߩ߳࡞࠺ࡕᐲ⒖ᬀߩޠ⹜ޔߪߺ

⊹⡺߽ߦ☨࿖⥄ߩࠄ⇇ᚢ⇛ߡߞࠃߦᝂ᛬ޔߒ․ቯ᳃ᣖ⾗ᧄ㧔․ᕺੱψ⽷㑓㧕ࠆࠃߦ経

済ㆊ⒟߳ߩࠍน⢻ޕࠆߢߩߚߒߦ 
․ቯ᳃ᣖ⾗ᧄߩઍ⊛ޔߡߒߣਃᤊ⽷㑓ߕ߹ߪ♧ᬺߡ߇߿ޔߒ⊑ߦ❫⛽㧔⚜❣↥

ᬺ㧕߳ߣᬺࠍ大߇ߣߎߚߒޕࠆࠇࠄߍᚲⷐ⾗㊄ߩ⫾Ⓧߪೋᦼߩ♧ᬺߐߥߡ߅ߦ

⛉ࠍ⊛ߦᓳ⥝㔛ⷐߩᦺ㞲ᚢᓟߪ㧕┙⁛߇ㇱ㐷♧♖ߩᵗ㧔ਃᤊ᧲ޔ❣⚜ߪ㊄ᤊߚ߹ޕߚࠇ

ᚑߡߒߣ㑓⽷ޔߒ┙⏕ࠍ⋛ᬺၮࠇߙࠇߘޔߡߒߣ㗔ၞࠆߚਥࠍᑪ᧚ㇱ㐷߆߶࠻ࡦࡔࠅ

㐳ࠍᨐޟޔߦࠄߐޕߚߒߚᭉ༑ߪޠ化♆ຠ࿖↥化ߦᆎ߹ࠢ࠶࠴ࠬࡊࠅᰏޔᱤࠍࠪࡉ↢↥

ߪޠ⼔ਃޟޔ㔚✢ㇱ㐷ޔㇱ㐷❰⚜ߪޠ大㖧ޟޔߒ進ߦᎿᬺ⛽❪ޔ⍹ᴤ化学ޔ㔚ሶᯏེߚߒ

⚜❱ㇱ㐷ޟޔ┥ޠ㧔㊄ᤊࠄ߆ᡷ⒓㧕ޔ࠻ࡦࡔߪ⚕ޔ⾏ᤃޟޔਃᤊߩޠ♧ㇱ㐷ࠄ߆ಽ߆

ᕺ⽷㑓․ࠇߙࠇߘޔ߈▽ࠍ␆ၮߩ㑓化⽷ࠇߙࠇߘޔߡߒߣਛᔃࠍ࠻ࡦࡔߪޠᵗ᧲ޟߚࠇ

化ߩၮ␆ޕߚߞߥߦ߁ࠃߊ▽ࠍ 

ࠍޠេഥ経済ޟߦ᪠ሶࠍ㑐ଥ⌕≸ߩߣ᧘ᛚ᥅ᮭࠆߢᮭ☨ⷫߪߢ㖧࿖ޔߦ߁ࠃߩߎ

↪ޔࠄ߇ߥߒ⥄┙࿎㔍ߥ࿖᳃経済ࠍ೨ឭߟߟߒߣ․ߩ⽷㑓߇ᒻᚑߣࠈߎߣߊߡࠇߐ

․⼔ࠆࠃߦ᧘ᮭࠆߢᮭ☨ⷫߦ߁ࠃߩߎ߇⾰․߁ߣޠᧂಽ㔌ߩ経༡ߣᚲޟޕࠆߥ

ᕺ㧔េഥ‛⾗߿ᣢሽ‛⾗ߩᑇଔᛄਅޔߍᐭߩ࡞࠼ఝవ⊛ᛄਅߤߥߍ㧕ࠍ೨ឭߦ↢ᚑ

ޔᚢ೨ဳޔߪ日ᧄߚߞ߆ߥࠇࠄ߇ޠᐲ⒖ᬀޟࠆࠃߦ࿖☨ޔᣇ৻ޕࠆߥߦߣߎߊߡߒ

⥄┙⊛⽷㑓ࠍᓳᵴޕߚߖߐએਅߦㅀޔߦ߁ࠃࠆߴ日㖧⋧ߩ⇣หߩߎߪὐߡ߅ߦ߆ࠄ

 ޕࠆߢࠈߎߣߥ

 

㧡㧚ኻ日Ყセ 

 
日ᧄޔߪߢ第ੑᰴ大ᚢએ೨ࠄ߆ਛᄩ㌁ⴕߩਅߢฦ⒳㊄Ⲣᯏ㑐߇Ảᴛߥ⾗㊄Ⲣ⾗ࠍଏ⛎ߔ

ࠇࠄߌ⟎ઃߡߒߣਛᩭߩฦ⽷㑓ߪ᳃㑆㊄Ⲣᯏ㑐ޔߚߩߘޕߚߡࠇࠊⴕ߇╷㊄Ⲣࠆ

ᦺޟߦ߁ࠃࠆߔᓟㅀޕ㧕ߚߒ⟎ߦਛᩭߩ㑓⽷߽ߡߒߣ␠ᩣ会ߜᜬޔߪ㧔᳃㑆㊄Ⲣᯏ㑐ߚߡ

㞲․㔛ޟߚߒࠄߚ߽߇ޠᕁࠆߑࠊ⚿ᨐ߽ޠടߩߎޔࠅࠊ․ᱶߥડᬺࠟࠬࡦ࠽ࡃ᭴ㅧ߇ᚢᓟ

ߪ᳃㑆㊄Ⲣᯏ㑐ޔߒ⛯⛮߽ߦ 50 年ઍ日ᧄߡ߅ߦ⥄┙⊛経済⊒ዷߩᜂᚻߩߡߒߣᓎഀࠍ

ᨐޕߚߒߚ 
㧕ࡦࠗࠫ࠶࠼╷㧔❗✕ߩᒰᤨޔߪ日ᧄ㌁ⴕ✚ⵙ㧔৻ਁ↰ዏ⊓㧕ߩᒰᤨޔ߇ࠈߎߣ

ߩ࿖ౝ⾗㊄ࠍ大ⴐᕈ㗍㊄ޔࠅࠃߦߣߎࠆߌฃࠍᕲᕺߩኻᏒਛ㌁ⴕ⾉Ⴧߚߒࠄߚ߽߇
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ๆࠍ࿑ߣ߁ࠈ⹜ޕߚߺએਅߦㅀޔߦ߁ࠃࠆߴ☨࿖ဳޟߩᐔߥ⾗ᧄᏒ႐ޠ⢒ᚑࠍ⹜ߚߺ

ᚢ೨ဳડᬺࠈߒޔߕࠄ⥋ߪߦࠆߖߐ↪ߦߌᚢᓟ回ᓳะࠍ࿖ౝ⾗㊄ޔߪࡦࠗࠫ࠶࠼

ᚻߩߚߩ╷ᓳ⥝ဳ┙⥄ߩᧄਥዉဳ⾗ᬺ↥ߡߓㅢࠍ㧕ޠ⥝ᓳߩ㑓⽷ޟᚑ㧔⚿ౣߩࡊ࡞ࠣ

Ბޕࠆߢߩߚࠇࠄ↪ߡߒߣ 
1949 年 2 月 1 日࠻ࠗࡠ࠻࠺ޔ㌁ⴕ㗡ขߩߡߒߣછߦᒰࠫ࠶࠼ߚߡߞߚ㧔Joseph 

M.Dodge㧕ࡦࠗࠫ࠶࠼߇ታᣉߦߚߩ᧪日ࠫ࠶࠼ޕߚߒ᧪日ޟޔߪ⊛⋠ߩဋⴧ⽷ޠ

ߣޕߚߞߦߣߎࠆ࿑ࠍޠᐲ⒖ᬀޟߡߌะߦታޠᧄᏒ႐⾗ߥᐔޟߩ࿖ᵹ☨ߦ⋛ၮࠍ

1�50ޔ߇ࠈߎ 年ઍߩ日ᧄޔߡ߅ߦᦺ㞲ᚢഺ⊒ߦޟ߁․㔛ߪޠኻ日ޟᐲ⒖ᬀޠ㧔࠼ޟ

ߎࠆ࿑ࠍ集⚿ౣߪᣥ⽷㑓♽ડᬺߡ߃ᝪߦਛゲࠍ㊄Ⲣᯏ㑐ޔߖࠄ⥋ߦᝂ᛬ࠍ㧕ޠࡦࠗࠫ࠶

㊄ޔߡߓㅢࠍ㔌⣕ߩࠄ߆✢〝経済᳃ਥ化ߤߥޠ㑓⸃⽷ޟࠆࠃߦ࿖☨ޔએᓟޕߚ᧪߇ߣ

Ⲣ⾗ᧄਥዉဳߩ経済⊒ዷ߳ߣォޕߚߓ 

1950 年㧢月 25 日ഺ⊒ߩᦺ㞲ᚢߚߒࠄߚ߽߇㔛ⷐ㧔ޟࠆࠁࠊᦺ㞲․㔛ޠ㧕ޔߪฦડᬺ

ࠊߥߔޕߚᒝࠍ㌁ⴕ୫ࠆࠃߦડᬺࠄࠇߎޔᒝࠍะࠆߔଐሽߦ᳃㑆㊄Ⲣᯏ㑐⾉߇

ޔߒ㕙⋤ߦ⿷㊄ਇ⾗ߪฦ᳃㑆㊄Ⲣᯏ㑐ߦࠆߔᓳᵴ߇経済᭴ㅧߩ㊄Ⲣ⾗ᧄਥዉဳޔߜ

ᔕߡߒ᳃㑆㊄Ⲣᯏ㑐ߦኻࠆߔ日㌁⾉ࠍࠇߘ߇ޕࠆߢߩߚߞߥߦ߁ࠃ߁ኻ日ޟᐲ⒖

․ޟޔߪࡦࠗࠫ࠶࠼ߚߍឝࠍޠ経済⊛ቯࠆࠃߦ✦ᒁ⽷ޟߡߒߣ೨ឭ᧦ઙ߁ⴕࠍޠᬀ

㔛ࠍޠㅢߡߓ日㌁ࠆࠃߦኻᏒਛ㌁ⴕ⾉ࠍჇޔߒ߿ᝂ᛬ࠍޕߚࠇߐߊߥ 
ᒰᤨߩ日ᧄޔߪߢᣢߦ第ੑᰴ大ᚢએ೨ࠄ߆ਛᄩ㌁ⴕߩਅߢฦ⒳㊄Ⲣᯏ㑐߇Ảᴛߥ⾗㊄Ⲣ

ߡߒߣਛᩭߩฦ⽷㑓ߪ᳃㑆㊄Ⲣᯏ㑐ޔߚߩߘޕߚߡࠇࠊⴕ߇╷㊄Ⲣࠆߔ⛎ଏࠍ⾗

⟎ઃߚߡࠇࠄߌ㧔᳃㑆㊄Ⲣᯏ㑐ޔߪᜬߜᩣ会␠߽ߡߒߣ⽷㑓ߩਛᩭߦ⟎ߚߒ㧕ߦࠄߐޕ

1950 年ഺ⊒ߩᦺ㞲ᚢޟࠆࠃߦ․㔛ޠ㧔ޟᦺ㞲․㔛ޠ㧕ޟߚߒࠄߚ߽߇ᕁࠆߑࠊ⚿ᨐޔࠅࠃߦޠ

ߪ᳃㑆㊄Ⲣᯏ㑐ޔߒ⛯⛮߽ߦᚢᓟ߇᭴ㅧࠬࡦ࠽ࡃડᬺࠟߥᱶ․ߩߎ 50 年ઍ日ᧄߡ߅ߦ⥄

┙⊛経済⊒ዷߩᜂᚻߩߡߒߣᓎഀࠍᨐޕࠆߢߩߚߒߚടߡ߃☨࿖ޔߪ日ᧄ⽷㑓ࠍァ

ၮ⋚ߩⷐߡߒߣᛠីޔߒ日ᧄߩァജࠍ⸃ߡߒ㕖ァ化ࠍ進ࠆᦨ߽ലߥᣇᴺߪ⽷㑓

ᧄᏒ⾗ߥᐔޟޔᚢᓟߚߩߘޕߚߡឬࠄ߆ᚢએ೨⚳ߦᣢޔࠍౕ᩺ߩߣࠆߦ⸂ߩ

႐ޠ⢒ᚑߩฬߣ߽ߩ経済᳃ਥ化╷ࠍታޔߊߴࠆߖߐኻ日ޟᐲ⒖ᬀߩޠ৻Ⅳޟߡߒߣ⽷

㑓⸃ޠ╷߽ߦ⌕ᚻߣ߁ࠃߒ⹜ޕߚߺ 
ኻޔߡߒᒰᤨߩ日ᧄ㌁ⴕ✚ⵙ㧔৻ਁ↰ዏ⊓㧕ߚߒࠄߚ߽߇ࡦࠗࠫ࠶࠼ޔߪኻᏒਛ㌁

ⴕ⾉Ⴧߩᕲᕺࠍฃޔࠅࠃߦߣߎࠆߌ大ⴐᕈ㗍㊄ࠍ࿖ౝ⾗㊄ߩๆࠍ࿑ߣ߁ࠈ⹜ޕߚߺ

⚿ᨐޔߡߒߣ☨࿖ဳޟߩᐔߥ⾗ᧄᏒ႐ޠ⢒ᚑޟߚߩᐲ⒖ᬀࠍޠ⹜ࠗࠫ࠶࠼ߚߺ

ౣߩࡊ࡞ᚢ೨ဳડᬺࠣࠈߒޔߕࠄ⥋ߪߦࠆߖߐ↪ߦߌᚢᓟ回ᓳะࠍ࿖ౝ⾗㊄ޔߪࡦ

⚿ᚑ㧔ޟ⽷㑓ߩᓳ⥝ޠ㧕ࠍㅢߡߓ↥ᬺ⾗ᧄਥዉဳߩ⥄┙ဳᓳ⥝╷ߩߚߩᚻᲑ↪ߡߒߣ

ࠇࠊᄬߪᓎഀߩߡߒߣᩣᯏ㑐ߜᜬࠅࠃߦ╷ޠ㑓⸃⽷ޟߪฦ㊄Ⲣᯏ㑐ޕࠆߢߩߚࠇࠄ

ߚߒࠄߚ߽߇㧕ᝂ᛬ࡦࠗࠫ࠶࠼㧔ޠᐲ⒖ᬀޟኻ日ࠆߌ߅ߦ㊄Ⲣ╷㕙ޔߩߩ߽ߚߡ

 ޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆߔᓳᵴ߇㌁ⴕⲢ⾗♽ડᬺޔߌฃࠍᕲᕺߩޠᨐ⚿ࠆߑࠊᕁޟ
࠼ޟ߇ᓥᬺຬߩᣥ⽷㑓♽ડᬺߚߞߥߣᩣਥߡߞࠃߦ㑓⸃⽷ߪߡ߅ߦ日ᧄޔߜࠊߥߔ

ߟޔࠅ㒱ߦ┆ᵴ࿎↢ࠅࠃߦㆃ㈩ᰳ㈩ߩ㊄⾓ߚߒࠄߚ߽߇╷✦ᒁࠆࠃߦޠࡦࠗࠫ࠶

⽷ߩర߮ౣ߇ᩣᑼߥ大⤘ߩࠄࠇߘޕߚߡߞߥߊߥᓧࠍࠆߑߐᚻࠍᩣᑼߦߖߞߪߦ

㑓♽ડᬺߩᚻ⾈ߦᚯ߁ߣࠆࠇߐ経✲ޔߦ߁ࠃߩߎޕߚߞߤߚࠍභ㗔ァߩ進ߚᩣᑼ᳃

ਥ化╷ߪࠎߚߞޔࠅࠃߦഭ⠪ߩੱ⥸৻ޔᚻߚߞᷰߦᩣᑼ߮ౣޔ߇ᣥ⽷㑓♽ડᬺࠃߦ

 ޕߚߞ߇↱ℂߩᔕ⋦ߪߡߟߦߚࠇࠄ集⾈ߡߞ

ᒰᤨޔᐭߩᚻߡߞࠃߦᜬ⛯ޟߚߡࠇߐ⤘⣘⽷ޠ╷ޔ߇⚿ᨐߡߒߣẢᴛߥౝㇱ⇐

ࠍᣥ⽷㑓♽㌁ⴕ╭ߦน⢻߇ࠄࠇߎޕࠆߢࠄ߆ߚߡߒߦ大㊂ߩᩣᑼ⾼⾗㊄ߦలᒰߐ

ౣ߇ᩣᑼߚߞᷰߦᚻߩᓥᬺຬࠄ߆␠ᣥ⽷㑓ᧄߡߞࠃߦޠ㑓⸃⽷ޟޔߡߒߦ߁ࠃߩߎޕߚࠇ

߮ᣥ⽷㑓♽㌁ⴕࠍㅢߡߓᣥޟ⽷㑓ߩޠᚻߦᚯޟޔࠅ⽷㑓ߩޠᓳᵴ߇น⢻߁ߣࠆߥߦታ߇

日ᧄޕࠆߢߩߚࠇ߹↢ߪߡ߅ߦභ㗔ァ߽߹ߚవㅀߦ߁ࠃߩ日ᧄߥ⊛┙⥄ޟߩ経済⊒ዷޠ

㌁ޕߚߞ回ߦ႐┙ࠆߔᡰេࠍᓳᵴߩ経済᭴ㅧߩ㊄Ⲣᯏ㑐ਥዉဳޔࠅ߅ߡߞߥߦ߁ࠃᦸࠍ

ⴕᬺߦኻߡߒᄖ⊛ޟߦ集ਛឃ㒰ᴺߩᜰቯࠍޠ⸃㒰ޕߚߒડᬺߣ㌁ⴕߩߣኒធ化߁ߣᚢ
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೨ဳ㊄Ⲣᐲޔߒ⛯⛮߇ᣥޟ⽷㑓ߩޠᓳᵴޕࠆߢߩ߽ߚߞ⥋ߦ 

ᒰᤨߩ日ᧄߩߘޔߪᓟߩᦺ㞲ᚢޟ․㔛ࠆࠃߦޠ⊒⊛ߥァ㔛ⷐޔࠇߐ⊑⺃ߦ⾏ᤃⷙ

߽ࠍ大ߩ日ᧄ経済ోޔ߮ߊࠈ߭ߦᬺ↥࿖ౝߪᵄലᨐޕߚߺࠍ大ะߥᕆㅦߪᮨ

1�51ޕߚߒࠄߚ 年 � 月ࠦࠬࠪࡦࡈࡦࠨߩ⻠᧦⚂ࠍ⋡೨ߡߒߦេഥ߇ᛂߜಾߚࠇࠄ日ᧄ

ߡߒ߁ߎޕߚߒߦߩ߽ߥታ⏕ࠍߩ߳ޠ経済⊒ዷߥ⊛┙⥄ޟޔߪ 1�50 年ઍ日ᧄࠆߌ߅ߦ㜞

ᐲ経済ᚑ㐳ᦼߩᜂᚻߡߒߣ㌁ⴕⲢ⾗♽ડᬺ߇ᶋޕࠆߔਃޔਃ⪉ޔޔን჻㧔ᣥ

↰㧕߁ߣᣥ⽷㑓♽㌁ⴕߩᓳᵴޔ߇߶߷㆐ᚑޕߚߞߥߦߣߎࠆࠇߐ 
 

㧢㧚㖧࿖⾗ᧄਥ⟵論 
 
એޔ日ᧄߩߣᲧセߡߞࠃߦߚߞߥߦ߆ࠄ㖧࿖経済ߩቯ⟵1980ޔࠅߋࠍߌߠ年ઍߩ

㖧࿖ޟߪߢ㖧࿖⾗ᧄਥ⟵論ޠ㧔ޟ␠会᭴ᚑ論ޟޔޠ㖧࿖␠会ᕈᩰ論߽ߣޠ߫ߚࠇ㧕

ߒ⒖ⴕߦᲑ㓏ߩ⟵࿖ኅ⁛භ⾗ᧄਥߪ㖧࿖ߩ60年ઍએ㒠ޔ߇ᧉ₵ၖߕ߹ޕߚࠇࠄߍᐢࠅ➅߇

ࠆߌ߅ߦ⇇第ਃߩઁߪ㖧࿖ޔߣࠆࠃߦᧉޕߚߒዷ㐿ࠍޠ࿖ኅ⁛භ⾗ᧄਥ⟵論ޟࠆߔߣߚ

⽺┆࿖߿⊒ዷㅜ࿖ߦߢߔޔࠅߥ⇣ߪߣ᰷␠会ߣห⾰ߩ․ᓽߟ߽ࠍ⾗ᧄਥ⟵ߩ․ᱶ⊒ዷ

Ბ㓏ߦ㆐ߣߚߡߒ⼂ߦࠇߎޕߚߒኻߡߒ᧘大ᩮޔߪઍ㖧࿖⾗ᧄਥ⟵ߪਛᔃㇱ⾗ᧄਥ

⟵࿖ߩࠄ߆ᓥዻࠍޟࠆࠇߐߊߥㄝㇱ⾗ᧄਥ⟵ߩޠᲑ㓏ޟࠆߔߣࠆߦㄝㇱ⾗ᧄਥ

⟵論ࠍޠዷ㐿ޕߚߒ 
1950 年ઍߩ㖧࿖経済ߪᧉ⺑ޟ߁ߦ࿖ኅ⁛භ⾗ᧄਥ⟵ߩޠᲑ㓏ߦᣢߦ㆐ߚߞߟߟߒ

ࠎ߆㉼⸂ߩߘޕ߆ߩߚߞߢߩ߽ࠆ߹ߤߣߦၞߩޠ⟵ㄝㇱ⾗ᧄਥޟ߁ߦ⺑᧘ޔ߆ߩ

⊛経済⊛ᴦࠆࠃߦ࿖☨ߪߡ߭ޔଔ⹏ࠆߔኻߦ経済ᚑ㐳ߚࠇߐ㆐ᚑߦᧉᱜᾨᮭਅߪ

ᡰ㈩ജߩታᘒ⼂ࠅߩᣇߦ大ߥ߈ᓇ㗀ࠍਈࠆ߃ᔅὼᕈޕߚߞ߇⼏論ߦࠄߐߪ⊒ዷޔߒ

ࠃࠆࠇߐߥߡߞ㆚ߦ⊛⾰ᧄࠅࠃޔߣᕈᩰ論߳ࠆߋࠍߩ߽ߩߘ㖧࿖経済ߩ೨⸂ߡ߇߿

⸂ߩߟਃߩએਅޔ߆߈ߴࠆߌߠ⟎ޔߒ⟵ቯ߁ߤࠍ㖧࿖経済ߩ೨⸂ޕߚߞߡߞߥߦ߁

 ޕߚߡࠇߐߥ߇㉼
㧝㧕㖧࿖経済ߩ⾗ᧄਥ⟵⒖ⴕߩᯏࠍ 1910 年ߩ日㖧૬วᤨޟࠆ᳞ߦ⾗ᧄਥ⟵␠会ߩޠ

ᣇޔߢᧉ₵ၖޟߩ࿖ኅ⁛භ⾗ᧄਥ⟵論ޕߚߞߢߩ߽ߟ┙ߦ⼆♽ߩߎߪޠ 
㧞㧕1930 年ઍࠆߌ߅ߦ日ᧄᬀޟࠆࠃߦ᳃Ꮏᬺ化╷ࠍޠᯏޔߡߒߣ㖧࿖ߪኽᑪ␠会߆

⺞᳃経済╷㧔ᬀࠆࠃߦ日ᧄߜࠊߥߔޕߚ߃ㄫࠍ⒖ⴕᦼߩᧄਥ⟵␠会߳⾗ࠄ

ᩏᬺޔᨋ㊁⺞ᩏᬺࠍਛᔃࠆߔߣฦ⒳ᬺ㧕ߦߢߔޔߦ߆ߥߩ⾗ᧄਥ⟵␠会߳ߣ

⒖ⴕࠆߔᱧผ⊛ᄾᯏߣߚߞ߇ቯ⟵ᮭޕࠆߢߩ߽ࠆߌߠካᣩߦߤߥઍޕࠆࠇߐ 
㧞㧕ᬀ᳃ਅߩ㖧࿖␠会ᬀޟߡߞ߽ࠍ᳃ඨኽᑪ␠会ߩޠᲑ㓏ߘޕߔߥߺߣߚߞߦ

ኽᑪ߽ߟߟߥ߽ߣࠍᓥዻᕈޟޔߒឃࠍᧄਥ⟵Ბ㓏⊛⊒ዷ論⾗ߚ߈ߡࠇࠄ߃໒ߢ߹ࠇ

␠会ࠄ߆ㄭઍ␠会߳ޔᬺ⾗ᧄࠄ߆↥ᬺ⾗ᧄ߳߁ߣޔᱧผ⊛⒖ⴕޠߚ߃⚳ߒߥࠍ

᧘大ޔߢߩ߽ࠆ߃໒ࠍᱶ⊒ዷ論․ߩ࿕ߦ⟵㖧࿖⾗ᧄਥ߫ࠊޕࠆߢߩ߽ࠆߔߣ

ᩮߦઍޟࠆࠇߐㄝㇱ⾗ᧄਥ⟵論ߩޠℂ論⊛ၮ␆ޕߚߞߥߣߩ߽ߔߥࠍ 
એޔਃ1950ޔߡߞࠃߦࠎ߆㉼⸂ߩߟ 年ઍߩ㖧࿖経済ޔߡߒࠍ 
Ԙ ࿖ኅ⁛භ⾗ᧄਥ⟵ߩ進ዷᚑᨐޕ߆ࠆߺߣ 
ԙ ਛᔃ⾗ᧄਥ⟵࿖ߩߡߒߣ☨࿖ᓥዻ߳ߺ⚵ߩㄟߩߺᒝ化ޕ߆ࠆߺߣ 

̆⸃ߩ⋧㆑ޕࠆߢߌࠊࠆߥߦߣߎࠆߓ↢߇ 
1950 年ઍ㖧࿖⾗ᧄਥ⟵ࠆߋࠍ⸃ߩ⋧㆑ޔߪ㖧࿖ߡ߅ߦᐭࠆࠃߦ経済߇ᒝ߹ޔࠅ

経済⇇ߩ⥄⁛ߡ߅ߦ᳃ᣖ⾗ᧄ߇ฦߦഺ⥝ޔߒᰴ第ߦᓇ㗀ജࠍᒝᆎᤨߚᦼߦ߆ޔࠍ

ᛠីࠍ߆ࠆߔᗧߩߎޕࠆߔ⒳ߩ⾗ᧄ߇経済⊛ޔᴦ⊛ᓇ㗀ജࠍᒝࠆᄾᯏޔ߇ߩߚߞߥߣ

⸥ޟߚߒᐭᏫዻ⾗↥ޟࠆߢߟ৻ߩߘޔޠᐭᏫዻᩣߩޠᛄਅߍ╷ޕߚߞߢᛄਅߍ

ޔߒ↪ᵴߦߦࠄ⥄ࠍ㑐ଥ⌕≸ߩߣ᧘ᮭޔ߇᳃ᣖ⾗ᧄߩቯ․ߡ߅ߦㆊ⒟ࠆࠇࠊⴕ߇

ㇱ大ਥ৻ޔߪߩߚᓧࠍᓧߡߞࠃߦߍᐭᏫዻ⾗↥ᛄਅޔ㓙ߩߘޕࠆߢߩߚߒᓧ₪ࠍᮭ

ࠄߣ߇ᜰฬഀᒰߥߦࠄᓐޔࠅߚࠊߦቯ㓏ጀ․ߥᄙ᭽ߤߥᣂ⥝ੱޔ㌁ⴕኅޔᣥቭ߿

 ޕߚࠇࠊⴕ߇ߍᛄਅߥਇᱜޔߤߥࠆࠇ
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ࠇߔ⟎߹߹ߩߘޔࠅ߅ߡࠇ߹ߊᩣᑼ߽ᄙߩ᳃㑆㊄Ⲣ⾗ᧄߪߦ߆ߥߩޠᐭᏫዻᩣޟ

߫ᐭࠆࠃߦ᳃㑆㊄Ⲣ⾗ᧄ߳ߩᡰ㈩ജ߽߹ߚᒝ大߇ߣߎࠆߥߦߩ߽ߥ ᔨ࡞ࡉޕߚࠇߐ

ߥน⢻ࠍ᳃㑆㌁ⴕᩣᑼߩᐭᚲޔߪߦߚߔ⒖ߦታⴕࠍ㊄Ⲣ᳃ਥ化ޔߪࠄ࠼࡞ࠖࡈࡓ

㒢ࠅᣧᦼߦ᳃㑆ޔߒᷰ⼑ߦ૬ߩࠄࠇߘߡߖᩣᑼࠍᏒ႐ߦࠍߣߎࠆߔㅢޔߡߓஜోߥᩣ

ᑼᏒ႐ߩ⢒ᚑ߽࿑ߣࠆࠇᘒࠍಽᨆޕߚߒ⾗ᧄᏒ႐߇⢒ߡߞࠃߦߣߎߟ৻⥸ડᬺ߽߹ߚ⾗

㊄⺞㆐ࠍ㌁ⴕଐሽޟߩ㑆ធ㊄Ⲣޔࠄ߆ޠᩣᑼᏒ႐ਛᔃߩ⾗ᧄᏒ႐ࠄ߆⺞㆐ޟࠆߔ⋥ធ㊄Ⲣޠ

 ޕࠆߢߩߚߒ੍᷹ߪࠄᓐߣޔࠆ߈ߢ߽ߣߎࠆߖߐ⒖ⴕߣ߳
એߦㅀߚߴᱧผ⊛経✲ࠍㅢޟޔߡߓ㖧࿖⾗ᧄਥ⟵論ߩޠᗧ⟵ޔߣࠆߣ߹ࠍએਅੑߩ

ὐߦ集⚂ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ 
㧝㧕 1950 年ઍࠆߌ߅ߦ⽷㑓ߩߘߣ↢ᚑㆊ⒟ࠍ⸃ޟޔࠅࠃߦߣߎࠆߔᚲߣ経༡ߩᧃಽ

㔌߁ߣޠ㖧࿖⽷㑓ߦ․ߩ経༡ᒻᘒޔࠇߐࠄߚ߽ߗߥ߇㐳ᦼߡߞߚࠊߦ⛽ᜬࠇߐ

 ޕࠆ߇ᔅⷐࠆᓧࠍࠅ߆߇ᚻߩ⸂ߡߟߦⷐ࿃⻉ޔ߆ߩߚ
㧞㧕⸥ߩ㖧࿖⽷㑓ࠍ⾰․ߩ⸃ޔࠅࠃߦߣߎࠆߔ౨㗡ߦㅀޟߚߴ㖧࿖⾗ᧄਥ⟵論ޠ

߹ޕࠆ߈ߢ߽ߣߎࠆߌะߒߐࠍ⋠ߩ⸽ታ⸽⊛ᬌޔ⊛ᱧผߡߟߦ⺑⻉ߚࠇߐࠊߢ

⸤ޔߪߡߟߦޠᧃಽ㔌ߩ経༡ߣᚲޟ߈ߴ߁߽ߣ⾰․ߩ㖧࿖⽷㑓ߩ৻第ޔߕ

 ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ㉼⸂ߦ߁ࠃߩᰴࠄ߆✲ᱧผ⊛経ߩ
Ԙޟᚲߣ経༡ߩᧃಽ㔌ߩࠄࠇߘߪ⾰․߁ߣޠ⽷㑓߇ᄙߊ 1950 年ઍᤨ߁ߣᦼߦ

ഺ⥝ޔ↢ᚑߚߒታߣή✼ᤨߩߎߜࠊߥߔޕߥߪߢઍ࠼࡞ࠖࡈࡓ࡞ࡉޔ

ߡߓㅢࠍߩ᳃㑆߳ߩᐭᩣ߽ߢ߆ߥޔ㊄Ⲣᡷ㕟ߚࠇߐ⼏ᑪߡߞࠃߦࠄ

ߩ᧘ᮭࠄ߆ᖱߩ⥸⻉ߦ߁ࠃߩవㅀޔ߇ߚࠇߐߥ߇ߺ⹜ߩ⢒ᚑޠᩣᑼᏒ႐ޟ

ฃߌߩߘޕߚߞ߆ߥࠄߥߪߣࠈߎߣࠆࠇ⚿ᨐޔડᬺߩ⾗ᧄ⺞㆐ߪᩣᑼᏒ႐߆

ޔ߆߁⽶ߦ㑆ធ㊄Ⲣߩࠄ߆㊄Ⲣᯏ㑐ߢ߹ߊޔߕ߈ߢ߇ߣߎࠆࠃߦធ⺞㆐⋤ߩࠄ

ᘒߥᓧࠍࠆߑߖଐሽߦੱ⊛⾗㊄ߩᧄᚲ⠪⾗ߚߒߦᚻࠍᏂ㗵⾗ᧄߪࠆ

ޕࠆߢߣߎߚߞߥߦߣߎߊ⛯߇ 
ԙ ߩߣߎߚߒ߁ߎ⚿ᨐޔᬺડᬺߩ␠会化㧔㐿Ꮢ႐ߊࠈ߭ࠄ߆⾗ᧄ⺞㆐ࠆ߈ߢ

߁ࠍ㧕ޔߕࠇߐߥ߇․ᕺ⽷㑓ߦ߁ࠃࠆߺߦ⾗ᧄᚲ⠪ߜࠊߥߔ߇経༡ߩછ

ߟᷓࠍଐሽ㑐ଥ⋦ߦ㑆ߩߣᮭߩᤨ߇ᧄᚲ⠪⾗ߩߡߒߣ経༡⠪ޔࠅߚᒰߦ

߇ࡊ࡞ࠣߩߘੱ৻߁ߣޔࠆ߆ߪዷ߽⊑ޔᚑ㐳ߩࡊ࡞ડᬺࠣߩࠄ⥄ޔߟ

ᄙ㕙⊛ߥᓎഀࠍᜂޟߜࠊߥߔޕࠆߢߩ߽ߚߞߥߣࠈߎߣ߁ᚲߣ経༡ߩᧃಽ㔌ޠ

ᕈᩰߩߩ߽ߩߘ㖧࿖経済ޔࠇߐᜬ⛽ߊᓟ߽㐳ߩߘ߇ᒻᘒߩ․ߦ㖧࿖⽷㑓߁ߣ

ߪࠄࠇߘޕߚߞߥߦߣߎࠆߔⷙቯ߽ࠍ 50 年ઍߩ╷ㆬᛯޕࠆ߃ߣߚߒ⊑ߦ 
એࠍㅢ1950ޔߡߓ 年ઍߩ㖧࿖ޔߡ߅ߦ☨࿖ࠆࠃߦኻ㖧╷ߪ৻ᣇߪߢ㊄Ⲣߓߪ経

済⻉ᐲߩᡷ㕟ࠍㄼߡߒߦ↱⥄ޔࠅஜోࠆߥᏒ႐経済߳ߩォ឵ࠍଦࡓ࡞ࡉޕߚߒߣ߁ߘ

ޔߒ߆ߒޕߚߞߢߩ߽ߚߞᴪߦ✢〝ߩߘ߽⼏ᑪߩ㊄Ⲣᡷ㕟ߚࠇߐߥߡߞࠃߦࠄ࠼࡞ࠖࡈ

ࠍ㖧࿖ߡߒߣޠ⎏ߩኻ↥ޟߪ࿖☨ߢᣇઁޔߦ߁ࠃࠆߔਥᒛ߇ޠㄝㇱ⾗ᧄਥ⟵論ޟ

ᓟޕߚߒഥ㐳ࠍߺᱡߩ㖧࿖経済ޔߖߐჇᱺࠍᏒ႐ᄖⷐ࿃ߡߓㅢࠍ経済េഥߩᏂ㗵ޔߌߠ⟎

Ꮑࠍ⋪⍦ߥ߁ࠃߩߎޔ߽ߩߚߞߥߣࠈߎߣࠆ⥋ᝂ᛬߇㊄Ⲣᡷ㕟ߩࠄ࠼࡞ࠖࡈࡓ࡞ࡉߦ

ߎߣࠆࠃߦ╷ߚߒዮ᛬ߩ᧘ᛚ᥅ᮭߚߞ߆ߪߣ߁ࠃߒ↪ߦᮭ⛽ᜬߩࠄ⥄ߡⴣߦߺ

 ޕߚߞ߆߈大߇ࠈ
߳⟵࿖ኅ⁛භ⾗ᧄਥޔࠍ⟵㖧࿖⾗ᧄਥߩᒰᤨߪޠ࿖ኅ⁛භ⾗ᧄਥ⟵論ޟޔߡߟߦὐߩߎ

ㆇേ᭽ᑼߩᧄ⾗ޔߪߩ߽ߟ┙ߦ႐┙ߩߎޕࠆߔ⼂ߣᱶᲑ㓏․ߚߞ߽ࠍน⢻ᕈࠆߔ⒖ⴕߣ

㧔Ảᴺೣ㧕ޔഭߩኻᔕᒻᘒߦࠄߐޔኻᄖ経済㑐ଥᤨߩࠇߙࠇߘޔߤߥઍ⊛⋧㆑ࠍಽᨆޔߒ

1910 年ࠄ߆ 20 年ઍߩ㖧࿖⾗ᧄਥ⟵ޟߡߞ߽ࠍ⾗ᧄߩේᆎ⊛⫾Ⓧᦼߩߘޔޠᓟߩ 60 年ઍએ

㒠ޟߡߞ߽ࠍ࿖ኅ⁛භ⾗ᧄਥ⟵Ბ㓏ߣޠⷙቯࠆߥ߆ޔ߫ࠇࠃߦ⺑ߩߎޕࠆߔ⾗ᧄਥ⟵࿖

⾗ߩߡోߜࠊߥߔޔࠆߔ⒖ⴕߣ߳⟵࿖ኅ⁛භ⾗ᧄਥߪߦ⊛ዪ⚳ޔߕࠊࠍዷᲑ㓏⊑ߩߘ߽

ᧄਥ⟵࿖߇ห৻ߩᱧผ⊛Ბ㓏ࠍ経ߩߣߩ߽ࠆ⼂ޕࠆߡߞ┙ߦ 
ޔ᧘ᛚ᥅ᮭߩᒰᤨޔߪ㓏⚖㑵論ࠆߔዷ㐿߇ߩ߽ߟ┙ߦ႐┙ߩޠ࿖ኅ⁛භ⾗ᧄਥ⟵論ޟ

ᓟߩᧉᱜᾨᮭࠆࠃߦޔߪᮭߣ᳃ⴐߩߣ㑆ߩ㍈ᴦ⊛ኻ┙ޔࠍ⽷㑓หࠣࡊ࡞
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㧔⾗ᧄ㧕ߣ৻⥸大ⴐ㧔ഭ㧕ߩߣ㑆ߩኻ┙ޕࠆߔߣߚߞߢਔᮭߪ⽷㑓⾗ᧄߩኂߘࠍ

ࠍ㑐ଥ⌕≸ߩ⇇⽷ߢߣߎࠆߔ╷化ࠍᴦ⊛ᗧ࿑ࠆߔኻᔕߦࠇߘޔࠅ߅ߡߒ߹߹ߩ

 ޕࠆߺߣߚߒᒝ化ࠍ⋛ᮭၮߩࠄ⥄ޔᷓ
ኻޟޔߡߒㄝㇱ⾗ᧄਥ⟵論ޔߪߡ߅ߦޠ㖧࿖߇ಽᢿ࿖ኅ߃ࠁਛᔃ࿖ࠆߢ☨࿖ߩᡰ㈩

ᓥዻࠄ߆ࠇᓧޕࠆߺߣߚߞ߆ߥ⇇⾗ᧄਥ⟵ࠆߌ߅ߦਛᔃ⾗ᧄਥ⟵࿖߳ߩ㓮ዻᕈ߆ߥߩ

 ޕߚߞߢߩ߽ࠆߔߣ߁ࠃߺࠍᕈ․ߩޘ⻉ߩ⟵㖧࿖⾗ᧄਥޔߦ
㖧࿖ޟߪ⁛භ⾗ᧄਥ⟵ޠᲑ㓏ߦ㆐ࠆߔߣޔߚߡߒᧉ⺑ޔ߫ࠇࠃߦ㖧࿖ߩ㜞ᐲ経済ᚑ㐳

ޠㄝㇱ⾗ᧄਥ⟵論ޟߡߒኻޕࠆࠇߐ㉼⸂ߣߩ߽߁⽶ߦ╷ᚑ㐳ߩᐭਥዉဳߡߒߣਥߪ

࿖ߩ࿖☨ߜࠊߥߔޔ࿖ޠ⟵ਛᔃㇱ⾗ᧄਥޟޔߊߥߢߩ߽ࠆࠃߦዷ⊑⊛┙⥄ߩ࿖৻ޔ߫ࠇࠃߦ

ኅ⋉ߔߑࠍࠇߘޔ⇇ᚢ⇛ߺ⚵ߦㄟ߹ޟߚࠇߡߒߣޠ⎏ߩ㖧࿖ߩ経済ജࠍᒝ化ߐ

㖧ޟޔߪਔ論ࠆࠇߐઍߦࠇߙࠇߘ᧘ޔᧉޔߪߣߎߥ㊀ⷐޕࠆߢߩ߽ߊߠၮߦ⼂ߩߣࠆߖ

࿖⽷㑓ߩޠᒻᚑޔ⟎ޔߌߠᕈᩰ߽ߡ߅ߦ㉼⸂ߩઁߩߘޔᧄ⾰⊛⋧㆑ޕߔࠄߚ߽ࠍ 
એߦㅀߚߴ 1950 年ઍߩ⁁ᴫޔߪ౨㗡ޟߩ㖧࿖⾗ᧄਥ⟵論ߦ⺑⻉ࠆߌ߅ߦޠᱧผ⊛ᬌ

ࠄ߆経済┙⥄ߪ㖧࿖ߩᒰᤨޕࠆ߃ߣߩ߽ࠆߔឭଏࠍᢿ᧚ᢱ್ߥജ߽ߢ߃߁ࠆ߃ടࠍ⸽

⾰․ࠍޠᧃಽ㔌ߩ経༡ߣᚲޟߢ߆ߥ᭴ㅧߚߒ߁ߘޔ⽶ࠍߊᄙߦេഥ経済߅ߥߊ㆙ߤ߶

ߩ㑓ᒻᚑ⽷ߥ⇣․ޔេഥ経済ޔ߫ࠇߔⷰߦ⊛ᱧผޕߚߢࠎ進߇ᒻᚑߩᕺ⽷㑓․ࠆߔߣ

進ᒰᤨߩ㖧࿖ޔߪߡ߅ߦ☨࿖ߩⷐ᳞ޟߚߒㄘᡷ㕟ޠ㧔ኽᑪ⊛ਥዊ㑐ଥߩᑄᱛ㧕

߅ߥ߇ኽᑪ⊛りಽᐲࠆߔߣゲࠍ㕖ᚲ㑐ଥᚲࠆߋࠍޔߒផ⒖߹߹ߩᧂ⊒㆐ߪ

␠会ߩၮ⋚ޕߚߡߒߥࠍ 
ߡߒߣᔅὼߩਔ࿖㑐ଥߥኒ✕ߚߒ߁ߘޔߪ㖧࿖ߩᒰᤨࠆ߃ടࠍᐲߩኻ☨ᓥዻߢᣇ৻ߩߘ

ฦ⒳‛⾰ߩኻ☨ャࠍჇടޕߚߖߐኻ☨ャଐሽᐲ߁ߘߞߪ㜞߹ߡ߇߿ޔࠅ᧘ᮭߪャ

ߡߞࠃߦ⫾Ⓧߚࠇߐᄖ⽻ࠍᵴޟޔߒ߆ャઍᦧᎿᬺ化╷ࠍޠផߒ進ߡߞߥߦ߁ࠃࠆ

ߤߥᎿᯏ᪾ߡ߇߿ޔ化学⢈ᢱޔࡓࠧޔ化学ޔ⛽❪ߪߦ࿖ౝޔߦࠇߎޕࠆߢߩߚߞ

ߎޕߛࠎ࿕ቯ⾗ᧄᒻᚑ߽進ߢฦᎿᬺಽ㊁ߡࠇߟߦࠇߎޔࠅߥߦ߁ࠃࠆߔ㆐⊑߇ᬺ↥ㄭઍߩ

ᧄᚲ⾗ߥ⊛ㄭઍߥߚᣂޔߦ㖧࿖␠会ߚߒߑᩮߦᚲ㑐ଥߥ⊛ኽᑪޔߪᄌ化ߚߒ߁

ഭ㑐ଥߺ↢߽ࠍߔᄾᯏޕߚߞߥߣ␠会ߩၮ⋚߅ߥߪኽᑪ⊛ᱷṗࠍᒝߊߩߘޔߟߟߜ

ߦㄭઍ⊛ഭ㑐ଥ߈▽߇ᤨޔࠇࠄߍ㑆ࠍ経ߡᰴ第ߦ␠会ߩゲ߇೨⠪ࠄ߆ᓟ⠪߳⒖ߣⴕ

 ޕߚߡᏪ߮ᆎࠍ⋦᭽ߩ㊀ᦡ␠会ࠆߔ
ޔߣߎߚߞߦᱧผ⊛ㆊ⒟߁ߣޠඨኽᑪ␠会᭴ᚑޟߪ㖧࿖ߩᒰᤨߡ߅ߦᗧߩߎ

หᤨߦኻ↥ァᚢ⇛ߩὐߡߒߣ☨࿖ߩࠄ߆Ꮒ㗵េഥࠍฃޔߌᕲᕺ⊛ኻ☨ャ㧔☨࿖

ߢޠ᳃␠会᭴ᚑᬀޟߡ߅ߦᗧ߁ߣޔࠆࠇࠊⴕ߇㧕ߤߥ⋊ฃߩᕺ㑐⒢․ࠆࠃߦ

ޠᐲ⒖ᬀޟࠆࠃߦࠄ࠼࡞ࠖࡈࡓ࡞ࡉߩㅀޕࠆߢࠄ߆ߚ߈ߢ߽ߣߎࠆߔⷙቯߣߚߞ

ࠆߌ߅ߦ㖧࿖ޔ߇ਇߩᧄᏒ႐㧔⋥ធ㊄ⲢᏒ႐㧕⾗ߚࠇߐࠄߚ߽ߡߒߣᨐ⚿ޔᝂ᛬ߩߘߣ

ᒝജߥ․ᕺ⽷㑓ߩ↢ᚑޟޔߡߞ߇ߚߒޕࠆ߃ߣߚߒࠄߚ߽ࠍᐲ⒖ᬀߩߘߣޠᝂ᛬߁ߣ

ⷰὐޔߪ㖧࿖⾗ᧄਥ⟵ߩ⊒ዷߩ⎇ⓥޔߡ߅ߦ㊀ⷐߥ␜ໂࠍਈߣߩ߽ࠆ߃⠨ޕࠆࠇࠄ߃ 
 

㧣㧚⚿論 
 
ޠ࿖ဳ㊄Ⲣ᳃ਥ化☨ޟߚߺ⹜ࠍᐲ⒖ᬀߦ㖧࿖ޔࠅࠃߦ⸂ߩ൘๔࠼࡞ࠖࡈࡓ࡞ࡉ

ߪᧄⓂޔߚࠆߔ⏕化ࠍ↱ℂߩߘޕ߆ߩߚߞ⥋ߦࠆߔᝂ᛬ߗߥ߇ߺ⹜ߩ 1�50 年ઍ㖧࿖ߦ

ޔߒⷰࠍ⺑⻉ߛࠎࠍ論ޔࠇߐዷ㐿ߡ߅ߦฦ࿖ߓߪ日ᧄޔ㖧࿖࿖ౝޕߚߒ⋠⌕

ㅢὐޔ⋧㆑ὐ࠼࡞ࠖࡈࡓ࡞ࡉޔࠅߤߚ൘๔ߩౝኈߩߘޔᄌㆫࠍࠃߦߣߎࠆߔߦ߆ࠄ

50ޔࠅ 年ઍ㖧࿖⾗ᧄਥ⟵ߩᕈᩰߩߘ߇ᓟߩห࿖経済ࠍ⾰․ߩⷙቯߚߞ⥋ߦࠆߔᖱߩ学⺑

⊛⢛᥊ࠍᢛℂޕߚߒ 

1�50 年ઍ㖧࿖ߡ߅ߦ☨࿖ဳ㊄Ⲣࠪࠬޟߩ߳ࡓ࠹ᐲ⒖ᬀߦޠᓥࠖࡈࡓ࡞ࡉߚߒ

ޕߚߒᚑ↢ࠍޠᕺ⽷㑓․ޟ㖧࿖ဳߡߒߣᨐ⚿ޔ߇ᝂ᛬ߩ㊄Ⲣᡷ㕟ࠆࠃߦࡦࡦࠚࠫޔ࠼࡞

ᣢㅀߦ߁ࠃߚߒ☨࿖ဳ㊄Ⲣߩ࡞࠺ࡕ㖧࿖߳ߩᐲ⒖ᬀࠍ㛽ᩰޟࠆߔߣᡷ㕟൘๔ޔߪޠԘ 㑆

ធ㊄Ⲣࠄ߆⋥ធ㊄Ⲣ߳ߩォ឵ޔԙ ᐭᮭജߚߒ┙⁛ࠄ߆ਛᄩ㌁ⴕߩഃ⸳ޔԚ ࠍࠄࠇߘㅢ
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ቯߦ㖧࿖ࠍޠ㊄Ⲣ᳃ਥ化ޟߜࠊߥߔޔ┙⏕ߩ㊄Ⲣᐲߚࠇߐ㓚ࠍᕈ┙⁛ߩࠄ߆ᮭߡߓ

 ޕߚߞߢߩ߽ࠆߔߣ߁ࠃߖߐ⌕

ࠃߦ⾗ᧄޔߡ߅ߦታ⊛ㆇ༡ߩߘޔߪޠᐲ⒖ᬀޟߩ࡞࠺ࡕ࿖ဳ㊄Ⲣ☨ޔߒ߆ߒ

ޔᨐ⚿ߩߣߎߚߒ߁ߎޕߚߞ⥋ߦࠆߔᝂ᛬ޔߒ↢⊑߇ߺᱡߩ経済ߚߩߘޔᡂޔᛶ᛫ࠆ

ᒰೋ߽ߣߞ߽ޔ߇ࠄࡦࡦࠚࠫޔ࠼࡞ࠖࡈࡓ࡞ࡉࠄ߆ෂᗋޟߚߡߒᱡߛࠎ㊄Ⲣᐲޠ

ߥߦน⢻߇経済ㆇ༡ޔ╷㊄Ⲣߔ⸵ࠍᕭᗧߩᮭޔߦㅒߪߣᗧ࿑ߩᡷ㕟ޔࠇ߹↢ߦ߇

⢒ᚑߩᕺ⽷㑓․ࠆߔߣ⦡․ࠍޠᧂಽ㔌ߩ経༡ߣᚲޟߩ⌕≸⇇⽷ޔ߇ဳౖߩߘޕߚߞ

ᒝ化ޕߚߞߢ 

ⷐ⚂࠼࡞ࠖࡈࡓ࡞ࡉޔ߫ࠇߔ൘๔ߚߒߣ⊛⋠߇☨࿖ဳ㊄Ⲣޟߩ࡞࠺ࡕᐲ⒖ᬀߪޠ

⚿ᨐߡ߅ߦᝂ᛬ޔ፣უࠍޟޔࠇߐߊߥᚲߣ経༡ߩᧂಽ㔌ࠆߔߣ⦡․ࠍޠ㖧࿖ဳ․ᕺ

⽷㑓߇↢ᚑߣߚߒ⠨ޔߜࠊߥߔޕࠆ߃日߽߅ߥࠆࠇࠄ㖧࿖⽷㑓ޟߩ経༡ߣᚲߩᧂ

ಽ㔌ߩߎ߇⾰․ߩޠㆊ⒟ߡ߅ߦ⊒ޔቯ⌕1�50ޔࠅࠃߦߣߎߚߒ 年ઍ㊄Ⲣᡷ㕟ߩᝂ᛬ߦ

 ޕࠆߥߦน⢻߇ᣇߩߣࠆࠇࠄ᳞߇ᱧผ⊛Ḯߩ㖧࿖ဳ․ᕺ⽷㑓ߡߞࠃ

ᧄⓂߡ߅ߦߊߴߔߦ߆ࠄ⹜ߪߩ߽ߚߺᰴߩ㧠ὐߦⷐ⚂ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ 

㧝㧕☨࿖ߪ㖧࿖ߦኻⷫߡߒ☨ᮭޟ᧘ᛚ᥅ᮭߩޠᴦ⊛ቯࠍ第৻⟵ޕߚߒߣ᧘

㖧࿖ޕߚߞߢᦨఝవ⺖㗴߇ߣߎࠆߖߐᚑഞࠍ⇛⇇ᚢߢߣߎࠆ߆ߪࠍቯߩᮭ

ᒰޔߢ߃߁ࠆߔᛥᱛࠍ化ⷐ᳞┙⥄ߦหᤨޔߟߟࠅ߆ߪࠍᒝ化ߩァജ経済ജߩ

ァ⊛ᴦߩ࿖☨ߪሽޔᚑ↢ߩ㖧࿖⽷㑓ߚࠇߐߥߺߣࠆߦᓮਅߩᮭߩᤨ

⊛⇇ᚢ⇛ߦᴪޕߚߞߢߩ߽߁ 

 㧞㧕ᒰೋޔ☨࿖ޟߪ㊄Ⲣ᳃ਥ化ޠ㆐ᚑߦߚߩ☨࿖ဳ㊄Ⲣޟߩ߳࡞࠺ࡕᐲ⒖ᬀࠍޠ⋡

ᜰ࠼࡞ࠖࡈࡓ࡞ࡉޟߔ㊄Ⲣ൘๔ࠍޠⴕޟޔ߇ߚߞ൘๔ࠆࠃߦޠᐭᏫዻ㌁ⴕᩣ

ᛄਅߩߍⷐ᳞ߪᕭᗧ⊛ޔᱜߚᰳࠍߐ㈩ಽᣇᴺࠅࠃߦᒝⴕޔࠇߐ㌁ⴕᩣࠍขᓧߒ

 ޕߚߒᚑࠍⷐ࿃ࠆߖߐ⢒ᚑߣ㖧࿖⽷㑓߳ࠍᕺੱ․ߚ

 㧟㧕㖧࿖⽷㑓ߩ↢ᚑ⊒ዷߩߘޔߪߦ⢛᥊ߥ߁ࠃߩߎߦ☨࿖ࠆࠃߦᴦ⊛ァ⊛⇇

ᚢ⇛ߩᕁᖺ߇ሽޔߜࠊߥߔޕࠆߢߩߚߡߒᦺ㞲ᚢᓟࠆߌ߅ߦ☨࿖ࠆࠃߦᒝ

ᐲޟኻ㖧ߩ࿖ဳ経済ᐲ⥄ߦቯ⌕㧕ߩ಄ᚢ᭴ㅧ࠰☨ዷ㐿㧔ߩ߳⇛ᄖᚢߥ⎬

࡞࠺ࡕ࿖ဳ経済☨ޕߚߞ߇❭ߣ経済⊒ዷ߳ߩ㑓ਥዉဳ⽷ߩᓟޔࠅ⥋ߦᝂ᛬ߪޠ⒖ᬀ

ቯ᳃․ޔߒᝂ᛬ߡߞࠃߦ⇛⇇ᚢߩࠄ⥄࿖☨߽ߦ⡺⊹ޔߪߺ⹜ߩޠᐲ⒖ᬀޟߩ߳

ᣖ⾗ᧄ㧔․ᕺੱψ⽷㑓㧕ࠆࠃߦ経済ㆊ⒟߳ߩࠍน⢻ޕࠆߢߩߚߒߦ 
㧠㧕1�50年ઍߩ日ᧄޔߪߡ߅ߦ㊄Ⲣᯏ㑐ࠍਛゲߦᝪߡ߃ᣥ⽷㑓♽ડᬺౣߪ⚿集ࠍ࿑ࠆ

ޔߡߓㅢࠍ㔌⣕ߩࠄ߆✢〝経済᳃ਥ化ߤߥޠ㑓⸃⽷ޟࠆࠃߦ࿖☨ޕߚ᧪߇ߣߎ

㊄Ⲣ⾗ᧄਥዉဳߥ⊛┙⥄ߩ経済⊒ዷ㧔ޟ⽷㑓ߩᓳᵴޠ㧕ߣ߳✢〝ߩォޕߚߓ 

એޔ☨࿖ࠆࠃߦኻ㖧ޟᐲ⒖ᬀޠ⹜ߺᝂ᛬ޔߦ߆ߥߩߩ߽ߩߘ㖧࿖ߩ㕖⥄┙⊛経済

⊒ዷߩⷐ࿃߇ౝ൮್߇ߣߎߚߡࠇߐޕߚߒኻ㖧ޟᐲ⒖ᬀޠᝂ᛬ࠅࠃߦ☨㖧ਔᐭߩ

ᴦ⊛ኂߥ⇣․߁ߣࠆߔ⥌৻߇⁁ᴫਅߚࠇ߹↢ߢ㖧࿖⽷㑓ߩߘޔߪᚑ㐳ޔ⊒ዷߩၮ⋚

ߩߚ᧪ߦታ⏕ࠍߩዷ߳⊑ᚑ㐳ޔ᳞ߦ⇛ァ⊛⇇ᚢ⊛ᴦࠆࠃߦ࿖☨ߊ߈大ࠍ

 ޕࠆߢ
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ෳ⠨ᢥ₂ 
 
㕍ᧁᒾ㧔1��5 ) ޡ経済ࠪࠬߩࡓ࠹進化ߣᄙరᕈ－Ყセᐲಽᨆᐨ⺑－ޢ᧲ᵗ経済ᣂႎ␠㧚 
દ⮮ୃ㧔1��5㧕ޡ日ᧄဳ㊄Ⲣߩᱧผ⊛᭴ㅧޢ᧲京大学 会㧚 

ᨋ⧣᳃㧔1��3㧕ޡ㖧ߩ㌁ⴕผ࡞࠙࠰ޢ㖧⛫Ủ㗴⎇ⓥᚲ㧔৻ầ㑑㧕㧚 
ᬀඳᕶޔ⏷⼱ᓼޔᶏ⠧Ⴆ㧔1998㧕ޡ␠会経済ࠪࠬߩࡓ࠹ᐲಽᨆޔޢฬฎደ大学 会㧚 
大ౝⓄਅጊᤋੑ㧔1��5㧕ޡ㐿⊒ㅜ࿖ߩቭߣ経済⊒ዷࠕࠫࠕޢ経済⎇ⓥᚲ㧚 

ጟ↰ᐙ↵㧔1985㧕ޟૐ㐿⊒࿖ޡ࿖ኅ⾗ᧄਥ⟵論ߩޢᲑ㓏－࿖ኅ⾗ᧄਥ⟵論ੑߩ㘃ဳᛠីࠍਛᔃ

 㧤㧢ภ第㧟Ꮞ㧚ޢỦቑ㔀⛫ޡ大㒋Ꮢ┙大学経済学会ޠ－ߡߒߣ
ᅏብ㧔1��1㧕ޡᣂ  ᴺੱ⾗ᧄਥ⟵ߩ᭴ㅧޢ␠会ᕁᗐ␠㧚 

᫃⑲᮸㧔1��4㧕㨬ޡਇᱜ⫾⽷ಣℂߩ㗴ߣޢධᦺ㞲ߩ㓮ዻ⊛⁛භ⾗ᧄ㨭日ᧄᦺ㞲⎇ⓥᚲޡᦺ 

  㞲⎇ⓥ 第㧟㧝ภޢ 

᫃⑲᮸㧔1984㧕ޟ第㧟┨ ᣥᬀ᳃␠会᭴ᚑ論ޠንጟ㓶᫃⑲᮸✬ޡ⊒ዷㅜ 
  経済ߩ⎇ⓥޢ⇇ᦠ㒮,1984年㧚 

᫃⑲᮸㧔1��5㧕ޡᦺ㞲ࠆߌ߅ߦ⾗ᧄਥ⟵ߩᒻᚑߣዷ㐿ޢ㦖ᷧᦠ⥢㧚 
᫃⑲᮸㧔1���㧕㨬ᦺ㞲ࠆߌ߅ߦౝ⊛⊒ዷߩᱧผ㨭ޡ᫃⑲᮸集 第㧞Ꮞ ᦺ㞲ผߩᣇᴺޢ⍹

ᦠᐫ,1��3 年. 
᫃⑲᮸ንጟ㓶ᣂ⚊⼾㋈ᧁ⟵༹㧔1��4㧕ޡ㖧࿖経済⹜論ޢ⊕᩶ᦠᚱ. 

㖧㌁ⴕ㧔1�52㧕㨬㖧㌁ⴕ⺞ᩏ月ႎ 第㧡ภ㨭㧚 

㖧㌁ⴕ㧔1��5㧕ޡ経済⛔⸘年ႎޢ㧚 

㖧㌁ⴕ⺞ᩏㇱ㧔1�50㧕ޡ㧝㧥㧡㧜年  ⛫Ủ年㐓ޢ. 
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社会進化の起源に関する一考察
‐ハイエクとヴィットから進化系統樹の接木を考える‐
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1 はじめに
資本蓄積と生産力の増大、分業と交換の拡大、利潤獲得と技術革新の競争に特徴付けられる

近代資本主義社会の成立とともに経済学は自立的な学問となった。だが、経済学が研究対象と
する経済現象の進化の起源はどこまで遡るのであろうか。economy(経済)の語源はギリシャ語の
oikonomia(家政)にある。よって、古代ギリシャ時代において都市国家の経済活動はすでに自覚
的に認識されていたのであろう。だが、そのような経済を生み出すことになった社会進化の起源
や原因は何であるのか。これに答えるためには、社会進化の起源を古代ギリシャ時代の都市国家
を越えてさらに遡らなければならない。
われわれと解剖学的構造が同じホモサピエンスの誕生は約 10万年前とされているが、およそ

3～6万年前、わずか 1500～3000世代前に、アフリカにいたホモサピエンスに何かが起り、地球
上に広がった。「飛躍的大前進」1と呼ばれるものである。いわば、第 1のビッグバンが宇宙の誕
生、第 2のビッグバンがカンブリア紀の生命の多様性の大進化とすれば、第 3のビッグバンはホ
モサピエンスに曙光が射し、飛躍的大前進を開始した瞬間である。この時、ホモサピエンスの社
会に大進化が開始され、結果、現在のわれわれが存在している。種としてのホモサピエンスや人
間の原始社会状態の特徴は、例えば、直立二足歩行をし、道具や火を使うようになったこと、大
脳における言語装置の獲得や音声言語能力が備わったこと、採取・狩猟生活から農耕・牧畜生活

1「飛躍的大前進 (great leap forward)」とは、ダイアモンド [1] の言葉である。「大躍進」と訳されている。
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への転換と食糧生産の実現、文字の使用、あるいは、もっと後には、分業の出現と階級社会の誕
生などがあげられ、様々なキーワードによって述べられている。
では、飛躍的大前進の時に何が起ったのか。何が原因で飛躍的大前進が可能になったのか。本

稿では、それを、ホモサピエンスの集団にある行動ルールが生成したことにあると考え、それを
社会・経済進化の起源としている。おそらく、主流経済学の思考に慣れ親しんだ者には、このよ
うな問いはそもそも経済学の問題設定とはならず、その守備範囲を超えたものに映るであろう。
だが、社会・経済進化の起源を探索することは、経済学の基本的な問題のひとつである。ハイエ
クは次のように述べる。

人間はその叡智によって法的、道徳的ルールの全体系を設計した、あるいは設計しえ
たとする知的前提条件の広範な影響から逃れたいと思うなら、原始時代の、さらには
先史時代の社会生活の起源を見ることからはじめるべきである。2

しかし、慣習・行動・ルールといった重要な現象は、ホモサピエンスの筋肉や音声と同様に、化
石や石器のような痕跡として残らない。よって、このような問題の考察は経済学に加えて、考古
学、文化人類学、自然人類学、進化生物学等の学問分野の研究成果にも依存するが、哲学的な考
察も必要である。そのアプローチに関してハイエクは、次のように述べている。

われわれがほとんど知らない事実は、人類が発展してきた種々の小さな人間集団の構
造や機能を支配した行動ルールの進化である。これについて、まだ生存している未開
人の研究はほとんど何も教えることができない。推測的歴史という概念はこんにちで
は多少疑わしいものであるが、物事がどのようにして起きたかを正確に言うことがで
きないとき、それらがどのようにして起りえたかを理解することは重要な洞察である
かもしれない。3

このように本稿では、「どのようにして起りえたか」、あるいは、飛躍的大前進のためには何が起ら
ねばならなかったかを問題として設定し、社会進化の起源とその原因について考察を試みる。ま
た、同時に、社会進化の起源を考えることで、ヴィットの連続仮説の意味や意義をも考えてゆく。

2 ホモサピエンスの飛躍的大前進
3万年前～6万年前にホモサピエンスに何が起っていたか。どのような事実が判明しているか。

化石と石器など発見された事実から簡単におさらいをしておく。なお、本節は、クラインとダイ
アモンドの著作の一部からの抜粋要約である。

2.1 クラインの著作から
本節はクライン [14]の第１章～第 5章と第 8章から抜粋したものである4。
東アフリカのグレート・リフト・ヴァレーの近くにエンカプネ・ヤ・ムト（黄昏洞窟）と呼ばれ

る岩陰があるが、約 600個のダチョウの卵の殻の破片が見つかっている。その内の 13個は直径 6
ミリの盤上のビーズに仕上げられている。これらは、約 4万年前のヒトの作ったものである。現
代のボツアナのカラハリ砂漠で生活するクンサン狩猟採集民にも贈与交換システムが見られるが、
これらの古代のビーズはギフトのためのものであるかどうかは分からない。個人の装飾品である

2Hayek [5] 矢島、水吉訳 p.97.
3Hayek [7] 渡部訳 p.217.
4他に本格的な Klein [9] もある。
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可能性が高い。5万年前以前は、ヒトの解剖学的構造と行動はゆっくりと進化していたようであ
るが、約 5万年前以降行動面での進化が加速し、本格的に文化を築くことができるようになった。
だが、この革命を誘発したものは何か。決定的な解答はないが、その突然の飛躍的変化の原因の
ひとつは気候が大きく変わったことである。グールドの唱える断続平衡説である。約 250万年前
ごろに剥片石器が登場し、170万年前ごろに大きい脳が誕生しハンドアックスが発明された。さ
らに、60万年前にも脳の大きさが急に増大し、5万年前に現代的能力が獲得された。神経系の最
も重要な変化と音声言語が可能になった。5万年前に行動面で飛躍的進化が起った場所はアフリ
カである。文化的革新速度は速く、遺伝子的突然変異が伝播する速度よりも速い。別の個体群に
水平方向に伝わったからである。10～100万年前にホモサピエンスはアフリカを出発したとされ
ている。

1994年フランス南中央部のアルデーシュ地方のショーヴェ洞窟が発見された。全体で 260を越
える動物の絵や彫刻で、炭を使った微妙な濃淡と遠近法を使っている。約 3万 1千年～3万 2千
年前に描かれたものである5。約 4万年前に始まったヨーロッパ「上部旧石器文化」は、約 4万 5
千年前にアフリカで始まった変化の結果である。アフリカでの「後期石器時代 (1万年前～5万年
前)」とヨーロッパでの「上部旧石器文化」がほぼ同じ時期になる。後期石器時代と上部旧石器文
化が現われたのち、ヒトは様々な地域に広がった。それは人工の遺物が増えたことから分かる。
また、採集と狩猟の効率が上がって人口が増え広範囲に拡大した。魚や鳥の骨がたくさん見つか
り、原始的な釣り針、溝のついた石のおもりなどが発見されている。弓矢などの飛び道具を持っ
ていた。また、スイギュウやイノシシなどの自分に危害を加えそうな動物の骨が見つかるように
なる。狩猟の技術が進歩した証拠である。水を運ぶ容器、ダチョウの卵で作った容器も発見され
ている。ただし、現世人らしい行動への進化の始まりは、20万年～25万年前の中期石器時代に
なるという説もある。
文化的進化の起源に証拠が無いので、社会と技術の両面から考えるにしても、哲学色が強くな

る。象牙のビーズ、穿孔した貝殻や動物歯などの装飾品にはシンボル性がある。個人の装飾品の
登場は、新しい社会組織が現われて、複雑なアイデアの伝達、記録が容易になり、必要になった
のである。人口密度が高くなり、集団が大きくなった。農耕の起源は約 1万 1千年前で、9500年
前には家畜も現われて本格的な農業を始めていた。それは技術進歩と社会関係の変化の両者によ
る。なぜ、これほど突然に技術と社会組織が根底から変化したか。それは、脳の変化である。現
世人の行動を支える神経系は初めから今の状態で存在していたのではなく、自然淘汰によってこ
の時期に起った。行動上の証拠しかない。脳の増大と脳組織の変化はそれ以前の変化にも伴う。
身体構造と行動は並行してゆっくり進んだが、5万年前以降、身体構造に比して行動上の変化は
どんどん加速した。神経系に変化が生じ、その変化が音声言語を話す現世人の能力を促した。音
声と言語に関わる単一の遺伝子の変異がもたらした変化の可能もある。だが、コミュニケーショ
ンをとるだけではなく、知的なモデルをつくるような神経系の変化は化石では確かめられない。

2.2 ダイアモンドの著作から
本節は、ダイアモンド [1]の主に第 1章と第 14章からの簡単な抜粋要約である6。
人類の歴史は約 5万年ほど前に大きく変化し始める。飛躍的大前進である。だが、これがどこ

で起ったのか、その答はまだ出ていない。ホモサピエンスは、小規模血縁集団で長く生存してい
た。数百万年のあいだ継承してきた社会組織である。5人から 80人で構成され、ひとつの大家族

5発見者ジャン・マリー・ショーヴェら 3 人による発見。ちなみに、1879年に発見されたスペイン北部のアルタミラ
壁画は 1 万 8 千年前～1 万年前、1940 年に発見されたフランス南西部のラスコー壁画は 1 万 5 千年前のものである。

6ダイアモンドの著作はたくさんあり、和訳もされている。ノースやドーキンスの著作にも引用がみられる。
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か、親戚関係にある家族が一緒に暮らすものである。定住地がなく、移動中の地域は共同利用さ
れた。
部族社会は、約 1万 3千年前に肥沃三日月地帯に初めて登場した。彼らは数百人規模で定住生

活をしていたが、季節的に野営しながら移動もした。食料生産が開始され、皆の名前と自分とど
ういう関係にあるのかを記憶していられる程度の人口である。人間集団において、互いに顔見知
りで、相手の素性を知っていることのできる人数は数百が限度である。部族社会では、血縁か婚
姻かによる親戚関係にあり、そのことが集団内部でのもめごとやいざこざの問題化に歯止めがか
かる。警察や法律を必要としないのである。小規模血縁集団との共通点もある。部族社会の政治
制度は形式ばらない平等的社会の性格であり、情報も意思決定も社会全体で共有される。階級が
未分化でメンバーが区別されない。家柄や階級による身分差も存在しない。社会的地位も世襲さ
れない。官僚システムや警察システムも無い。労働の分化も専門家も進んでいない。奴隷を使っ
てさせる労働がないから、奴隷もいない。物々交換の社会である。小規模血縁集団や部族社会は、
国家の支配が及ばない辺鄙な地には今も存在している。
人口が数百人を超えるとその部族社会は首長社会に変化した。それは、集団が大きくなるにつ

れて、知らない人間同士の紛争解決が次第に難しくなるからである。15世紀ごろには、米国東部、
サハラ以南のアフリカ、ポリネシア全域は国家という枠組みに併合されておらず、首長社会が残っ
ていた。しかし、首長社会は土地を占有しているところが多かったため、20世紀初頭には絶滅し
た。肥沃三日月地帯には、紀元前 5500年頃には、中米、アンデスでは紀元前 1000年前に出現し
ていた。数千人から数万人の暮らす首長社会は、人口の規模からして部族社会より大きく、大部
分が血縁関係でつながっていない。互いに名前すら知らない間柄である。首長は様々な権限を世
襲で引き継ぐ。特権を有する家柄もある。物々交換の社会ではないが、貨幣経済ではなく、再分
配経済であった。

3 いかにして飛躍的大前進はできたのか
威嚇・警告など他者への圧力や、勧告・避難指示など仲間同士の簡単な意思の伝達は、人間以

外の他の様々な動物にも見られる。だが、過去・現在・未来などの時制や仮定法などの表現は高
度な知性を必要とするであろうから、簡単な意志伝達が実現した時期とそれらの高度な洗練され
た表現方法が可能になった時期は異なるであろう。同様に、危険を感じて逃げ出すという生得的
な行動ルールと、「正義」などの抽象的一般ルールとは、異なる時期に誕生したであろうことも容
易に想像できる。だが、はじめにも述べたが、ルールの生成や進化に関しては言語と同様に、化
石のような痕跡が無く記録として残っていない。ハイエクは、「延長された秩序」7の生成とルー
ルの創発について、多くの著作で述べているので、本節はそれらを基に考察していく。

3.1 小規模血縁集団に行動ルールが自生した
親愛や恐怖という感覚による行動は、哺乳類や鳥類などの生物全般に見られるものであるが、

この感覚が異なる主体間で共通したものとして理解されるには、いくつかの能力が要求される。
個体Aが自分の感覚 X（例えば親愛の情）を知覚して、別の個体 Bが感覚 Y（同様な親愛感覚）
を知覚しているとして、その時に個体 Aが個体 Bの感覚Yを感覚Xと同一であることを理解す
るには、個体 Bが発する信号、例えば外見に現われる様々な仕草や表情を観察できなければなら
ない。ハイエクは、生得的感覚から他者の行動パターンを理解するには、まず自身の行動パター

7Hayek [8]p.29、p.120 など。
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ンを、他者の行動パターン理解の鋳型として知覚できることが必要であり、次に、他者の行動の
ルールやパターンを認知する「形態知覚」の能力が備わっていなければならないとする。形態知
覚とはある特別な形態や形状を知覚するのではなく、異なる主体にあっても、ある特定の状況が
ある種の同じものとして理解される能力である8。はじめの簡単な行動のルールは、親愛や恐怖
という生得的な感覚から生まれたのであろうが、生得的な感覚が共通のものとして理解されるに
は、進化過程でいくつかの段階を経なければならなかったはずである。
他者が自分と似たような感覚や感情にあることを、自分の感覚と相手の外見上の変化とその組

合せで理解し、共通した感覚がグループ全体に広がると、状況に対応してグループ内の構成メン
バーは定まった行動が取れるであろう。身振りや表情によって、あるいはより高度な言語によっ
て表現されて、その理由や原因は誰も知らないが、その意味は全員が理解しどうすればよいか分
かっているという状況が生まれる。そのような行動や状況はくりかえされることで定型化され、
行動のためのルールや状況に対応した分担のルールもできてくる。たとえば、初対面敬愛ルール
は、まず、敵意とはどういう感覚か理解し、敵意を持つことがどういう仕草に現われるかが分か
る必要があろう。その結果、にこやかな表情を表すことで敵意を持たないことを示すことができ
る。あるいは、互恵・贈与ルールは、相手が喜ぶことはどういう感覚か理解し、それがどういう
仕草に現われるか認識できる必要があろう。定型化した行動は学習と教育によって世代を超えて
伝達し、行動のルールや慣習として定着していった。
このような行動ルールの起源、社会進化の究極の起源はどこに求めることができるのであろう

か。ハイエクは、ホモサピエンスの登場よりさらに遡って、ホモ属（和名ヒト属）の時点におい
て生じていたと考えている9。

これ (文化的進化と呼ばれるもの)は単にヒト Homo sapeins の出現後だけでなく、
ずっと以前のヒト族 (ママ)とその祖先が存在したはるかに長い期間においても、起き
たことである。10

だが、ハイエクは、すぐこの後に、文化的進化の起源がホモ属の誕生時点まで遡るとしても、
その文化的進化の最重要部分は人間にのみ起きたことを述べている。

文化的進化の最重要部分、つまり野蛮人を従順にすること、は有史以前のずっと昔に
仕上げられたことである。こんにち、人間を他の動物から区別するのは、人間だけが
経験してきたこの文化的進化である。11

さて、チンパージは叔父・叔母・甥・姪を理解し区別できる。よって、約 500万～700万年前に
類人猿と分岐したとされるホミニド (和名ヒト科)の動物も小規模な血縁集団を構成して生活して
いたはずである12。この集団内では見知らぬものはいない。規模はせいぜい数十匹程度で百匹を
越えることはないであろう13。生きている親や祖父母を経由して叔父叔母から兄弟と従兄弟、そ
して子供と孫程度までの最大でも 5世代程度で構成されているであろう。死者を経由した血縁関
係までは認知できないないとすれば、その集団内の個体数には上限がある。ダイヤモンドによれ
ばホモサピエンスは 3万年～5万年前までこの小規模な血縁集団で生活していた。飛躍的大前進
の時代は約 5万年前である。小集団を構成する個体数が増えない状態で、ホモサピエンスが地球

8Hayek [2] 第 2節など。
9ホミニド（和名ヒト科）は、ホモ属 (和名ヒト属) とアウストラロピテクス属（猿人）がある。ホモ属には、サピエ

ンス種、ハビリス種、エレクトス種。アウストラロピテクス属には、ボイセイ種、ロブストス種、エチオピテクス種、ア
フリカアヌス種などがある。

10Hayek [7] 渡部訳 p.216. 　 ( ) は筆者による。
11Hayek [7] 渡部訳 p.217.
12二足歩行の足跡は 360 万年前にある。
13Hayek [7] 渡部訳 p.223. によれば、15～40 名程度。ダイアモンドによれば 80 名程度である。
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上に広まったのであれば、小集団の数が増大していなければならない。よって、ホモサピエンス
はほとんど小規模血縁集団の規模の状態で地球上に拡散を始めたと考えられる14。
ホモサピエンスの独自の行動パタンとルールは、小規模血縁集団を構成して生活していたホモ

サピエンスのどこかの段階で誕生し進化を開始した。ホモ属のサピエンス種以外の種にも独自の
行動パタンとルールが生成したであろうが、自然選択の過程でサピエンス種に駆逐されたのであ
ろう15。おそらくは、われわれからすれば、奇妙なものも含まれていたであろう無数の認識され
ることのないルールが誕生したはずである。
ハイエクは、個々のメンバーの行動を支配する行動ルールと、そのメンバーが構成する全体と

しての秩序の区別を強調している。行動ルールは個々の構成メンバーの行動を支配するが、自然
選択は、そのメンバーによって構成される全体としてのグループに働くからである16。
よって、行動ルールが小集団を媒介として伝達されるとき、二つの道筋が考えられる。まずは

垂直的な伝達である。即ち、初めの原始的ルールは、小集団内の学習と教育によって、ふるいにか
けられながら世代を経て伝達される。それらのルールは、付随する作法など様々な要素が加わっ
て、徐々に小集団内での慣習となる。ある特定の慣習が支配的で重要なものとなり、捨てられた
慣習もあったであろう。当然、異なるルールや慣習が、異なる小集団では発生していた。異なる
ルールや習慣によって、小集団に自然環境への適応度に差が生じれば17、有利な慣習を持ってい
る集団は生き残るであろう。そのような小集団が、子世代から孫世代へと順次規模を拡大できた
ことは容易に想像できる。また、群れの間に人為的な対立が生じたときに、対立の種類や性質に
は様々なものがあり得るから、それらへの様々な適応の仕方によって、小集団の生存率にも違い
が生じたであろう18。弱小の群れの吸収も同時に考えられる。群れの集合と離散は長い間繰り返
されいたに違いない。自然環境に加えて様々な人為的環境にも適応した集団が次々と子孫を残し、
集団の数に指数的増大があったとすれば、その集団のもつ支配的な慣習やルールも急速に伝播し
ていったであろう。
次に考えられるのは、水平的な伝達である。環境へのより適応力のある集団の持つ行動ルール

や慣習は、集団間の干渉によって他の集団にも伝播する。伝播した慣習はその集団内に広がり、
さらにそれらの子孫に伝わることで加速度的に伝播する。このようにして、環境に適応したルー
ルが小集団を越えて広がり、共通のルールとして広がっていった。共有されたルールは、集団を
越えて生存に有利となれば相乗効果がはたらき、集団の維持と増大にいっそう寄与したであろう。
ある慣習によって環境への適応度に差ができたために、その小集団の子孫が広がり他の集団に取っ
て代わっていった結果として、その慣習が広がったのか (垂直伝達)。あるいは、同時的にたくさ
んの小集団に様々な慣習があって小集団間で学習が進んだ結果、小集団を越えてある慣習が共有
化されていったのか（水平伝達）。どちらであるかは、分からない。学習と教育がおもに世代重複
によってもたらされることを考えると垂直的伝達が強かったかもしれないが19、おそらく、垂直
的伝達と水平的伝達は、同時に並行的に進んだのであろう。
いずれにせよ、小集団の構成メンバーがある行動ルールを実践することで、その社会が維持さ

れ小集団は生き延びることができた。行動ルールはそのグループの存続を通じて伝達されていっ
たのである。そして、さらに、長い時間をかけてルールの抽象化と一般化がなされ、自然選択の
過程を通して、適応的な慣習が生み出され社会規模が拡大されたいった。いつどのようなルール
が登場したか、そのルールと社会形態の関係を具体的な痕跡に基づいて述べることは、今となっ

14アフリカから出発したホモサピエンスが、ベーリング海峡を渡ったのが約 1 万 5千年前である。
15同じホモサピエンス種に分類されるが、ネアンデルタール人を滅亡させたのは、約 3万年前である。
16Hayek [3]p.66.
17例えば、薬草と毒草を発見しその食習慣をルール化できたかどうかなど。
18例えば、好戦的であるか、平和的であるか、しっぺ返し戦略を取れるか否かなど。
19谷口 [13]、Taniguchi [11]
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ては困難である。
小規模血縁集団の後に登場する部族社会は、ダイアモンドによれば、数百人の集団規模で 1万 3

千年前には誕生していた。部族社会が小規模血縁集団から単純に成長したとすれば、数世代前は
血縁関係がはっきりと記憶されている集団である。外来者であっても、構成メンバーの数からす
れば、その素性は集団内で容易に知られ記憶されており、名前と顔が一致する社会である。よっ
て、小規模血縁集団と部族社会は、お互いが顔見知りで相手の素性を知っているという点では共
通した社会である。部族社会から血縁小集団への戻りもあったであろうから、それらに時代区分
を明確に引くのは難しい。数百人規模の部族社会に進んだときには、ルールや慣習はさらに進化
していたであろう。例えば、一般的な調停ルールなどは既に誕生していたであろう。調停ルール
のおかげで集団内部では無用な争いが減り、数百人規模の社会が維持できた。そのような社会で
は、現在の私達が持っているような私有財産概念や、公正や正義の概念も存在していたにちがい
ない。いや、むしろ、私有財産概念や正義の概念が自生してきたからこそ、そのような社会がで
きたと述べるほうが理にかなっているであろう。社会規模の拡大とルールの進化は相乗的にくり
返し起ったのであろうが、原理的には社会規模が拡大する前にそれを可能とするルールの進化が
あったのではないだろうか、と推測される。
多くのルールの誕生と普及によって、社会は徐々に時には急速に人口が増え、大規模多人数社

会が可能になった。そして、数百人規模の部族社会から、数千人の集会を開くことも可能な首長
社会への進化が始まった。ダイヤモンドによれば、約 7500年前に首長社会が誕生した。数千人規
模からなる見ず知らずの人間がいる大規模社会では高度に進化したルールがあったはずである。
現在の私達が持っている基本的な道徳ルールなどはこの時点で出来ていたのではないだろうか。
したがって、首長社会の登場はホモサピエンスの飛躍的大前進の時代の終わりと考えられる。

3.2 どのような行動ルールが自生したのか‐財産、自由、正義‐
基本的な行動ルールが生成されて飛躍的大な大前進がおこった。それはその後の有史以降の文

化的進化の源となったものである。どのようなルールが飛躍的大前進の基礎になったのか、ここ
では、いくつかのルールとそれに関連するものを考えていく。ハイエクは、私有財産、公正、契
約、交換、交易、競争、利得、プライバシーといったものを扱う行動ルールが人間の存在に関し
て大きな役割を果たしたとしているが、なかでも、自由、財産、正義に関しては、一つの章を設
けて議論している20。

まず、初めに「抽象能力」の獲得を取り上げておきたい。これは、高度な行動ルールの実践に
欠くことのできないものである。ハイエクによれば、抽象能力は知性の発達の結果によってもた
らされたのではなく、むしろ、知性を構成するものである21。生物は進化の過程で、環境に対処
する様々な能力を獲得してきたのであるが、ホモサピエンスは、環境が複雑で完全には分かるこ
とができないという状況に対処する能力として、抽象能力を獲得した。おそらく、われわれのは
るか祖先は、地面に枝切れで、河川や木立、洞窟の位置を表すために、抽象化された図 (地図)を
描き目的地までの経路を示したにちがいない。あるいは、壁に図や絵を描いて、経験から得た獲
物の弱点を教えあい、狩りの戦術を考案し伝達することが行われていたに違いない。それらは自
然と行われ、そうすることで抽象能力を獲得し知性を構築していった。
さて、ハイエクは、私有財産の保護を主な目的とする政府のないところでは進んだ文明は見ら

れないとし、私有財産はあらゆる進んだ文明の核心であり、個人の財産の概念は非常に早く現わ

20Hayek [8]p.12. と同著の第 2章
21Hayek [5] 矢島、水吉訳 p.41.「理性と抽象」
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れたとしている。そして、古代ギリシャ社会は、個人的自由と私有財産を発見しただけでなく、
その両者の不可分性をも発見して、自由人の最初の文明を創出したとしている22。また、別の箇
所では、古代ギリシャにおける奴隷解放の布告について詳述し、古代ギリシャ時代を最古の自由
な共同社会としている23。むろん、ここで述べている自由とは、ハイエクの言う個人的自由・私
的自由をいうのであって、政治的自由、心の内面の自由、権力としての物理的自由を指すのでは
ない24。自分の所有する資源を自分の目的にために、強制されることなく処分できる自由をいう。
ハイエクに従えば、私有財産のないところに個人的自由はない、ということになる。なぜなら

ば、自由であるか否かを確認するための手段 (私有財産)がなければ、自身が自由であることの確
認ができないからである。私有財産のない小集団では、その群れに従って生きていくだけで自由
はない。鳥類のモズは取ったカエルなどの獲物を小枝にぶら下げ、リスは越冬のためにドングリ
などの木の実を土中に保存する。ホモサピエンスも、まずは食料貯蔵から「所有する」というこ
とを理解したに違いない。よって、私有財産の誕生そのものは、古代ギリシャ社会よりも遡るの
ではないだろうか。また、所有が生まれて自由であることが確認可能になったとすれば、自由の
起源も古代ギリシャ社会より遡ることはできる。確かに、記録としての「最古」の自由な共同社
会は、ハイエクの言うとおり、古代ギリシャ時代なのであろう。その時、個人が自分の知識と財
産を自由に処理することが活発にできて、古代の地中海周辺領域に初めて大規模な交易は行われ
るようになった。だが、突然に自由な共同社会が誕生したのでない。あるとき、二人（匹？）の
ホモサピエンスが並んで座り、「これは私のもので、それはあなたもの」という話しがなされ合意
ができたとき財産が誕生し、二人は自由の片鱗を得た。小規模血縁集団による飛躍的大前進の時
から、既に「自由な社会」が自生を始めたのではないだろうか。
このときに、ほとんど同時に「正義」も誕生した25。ハイエクは、正義は人間によって作り出さ

れた状況に関するもので、人間的行動に対してのみ使われる。また、人間の所業であっても、自
分の意志で処理できないようなものに関して、正義に適うとかもとるとかいわない、と述べる26。
よって、自由のない強制された行動にも、善し悪しをいうことはあっても、正義に適うとかもと
るとか、いえないであろう。奴隷に、かれが自由に決定できることを除いた行動領域に、正義を
要求することはできない。したがって、片鱗といえども自由なホモサピエンスの社会には原始的
な正義ルールが既にあったはずである。なぜなら、正義ルールがなければ、財産の保有を維持で
きないからである。あるホモサピエンスの一人の所有物が略奪にあったとき、それを不正義であ
るとして咎める慣習がその集団内になければ、そもそも「略奪」という許されざる行為も存在し
ない。略奪が「略奪」として集団全体に認識されて、初めてその社会に財産権が存在し、よって
私有財産も存在しうるのである。ハイエクは、所有権という状態は、それに言及する行動ルール
を通じるのでなければ、何も無いという。所有権から正義を引けば何も残らないのであり27、「財
産のないところでは正義はない」というのはユークリッドの証明と同じくらい確かな命題である、
ともいう28。また、ハイエクによれば、正義ルールは、もっとも抽象的で合意の得られるルール
であり、究極的価値として作用する29。正義は、不正義を排除していくことで近づくことはでき
るが、最終的な正義に到達したことを確かめることはできないという抽象度の高いものである30。

22Hayek [8]p.30. 所有の例として、アーサー王の剣の例を挙げ、有用な道具や武器の所有は高度に洗練されていて、他
人への移転は難しく墓場まで持っていった。また、採取狩猟の小集団においては、発見した獲物を分け合うので、所有概
念はまだ重要なものではなかった、としている。

23Hayek [4] 第 1章
24Hayek [4] 第 1章
25Hayek [8]p.33.
26Hayek [6] 篠塚訳、p.48.
27Hayek [6] 篠塚訳、p.53.
28Hayek [8]p.34.
29Hayek [6] 篠塚訳 p.32.
30Hayek [6] 篠塚訳、p.64.
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よって、そのようなルールが、現在のような高度に進化した形では、ホモサピエンスの血縁小集団
に存在していなかったかもしれない。だが、その原始的なものはすでに存在していたはずである。
このように、私有財産のないところでは、自由であるか否かの判断ができないし、そもそも自

由はない。自由のないところでは、正義に適うとかもとるとか言えない。また、正義のないとこ
ろには、私有財産の保持を維持できない。したがって、これらのどれか一つだけが先行して誕生
することは不可能で、また、いずれか一つだけ欠いても他のものはあり得ない。自由と財産と正
義とは、社会・経済進化のもっとも早い段階で、ほぼ同時に誕生したはずである。

誕生の時点を、いつと明確な線を引くことは難しいが、ある時に生成して徐々に小集団の中に
広がっていった。次第に社会の規模は大きくなり、それに従って構成員が共通にもつ知識は抽象的
になっていった。ハイエクは、個別の特定の目的を達成するためのルールではなく、予想が不可
能な事態に対応することができる一般的な行動ルール、抽象的ルールの重要性を強調する。原始
社会の小集団ではある同一の特定の事情を知っているので、成員間の協調が行われる。だが、大
集団の構成員は社会の全員によって所有されている知識の一部しかもたない。よって、大集団で
は、社会の営みの基礎の事実については大部分に関して無知であるのために、一般的な抽象ルー
ルが必要になってくる、というのである31。だが、その抽象ルールは、大規模社会が誕生して後
に生まれたのではなく、抽象ルールが生成し始めたからこそ、大規模社会が可能になったのでは
ないか。部族社会は、ダイヤモンドによれば、血縁集団では法律や警察が不要な社会とされてい
る32。しかし、血縁集団であっても、慣習やルールは存在していたはずである。実際、ハイエク
は、部族社会は文化的進化が始まる貯蔵庫ではなく、文化的進化の初期の産物である、としてい
る33。よって、その文化的進化そのものの起源は部族社会の誕生よりも遡るのである。繰り返す
が、抽象的ルールの原型は、すでに、飛躍的大前進の時に、生まれていたのではないだろうか。
そしてそれらは、現在のわれわれのもつ、財産、自由、正義の原型であったに違いない。そして、
その原型は進化して、今も進化している。財産、自由、正義は今も進化しているはずである。
さて、所有概念ができて初めて交換が可能になる。ほしいものを略奪によってではなく、交換

によって入手することができると、当然に争いが減少する。平和裏に行われる獲得は個人や集団
の争いを減じ、その集団は存続できる可能性が高くなる。集団の規模拡大は容易になる。また、
貴重な財を所有できる集団は、交換によって生き残る機会が増加する。ハイエクは、小集団の棲
息領域の境界にお返しを期待して好物を置いておいていったことで、物々交換が始まったことを
示唆している34。交換はさらに交易へ進化した。ハイエクによれば、すでに 3万年前にはあった
とされるが、交易の起源を探るのは難しい。なぜならば、交易の証拠として残るものは耐久性の
あるものだけであり、消費されたものはほとんど残らないからである。私有財産が出現した場所
で、その地域でのみ用いられる耐久財を、その地域から持ち去るには、より一層、おそらく今ま
で経験したことのない行動ルールの実践が必要であった。交易が始まると、人口密度は増大し、
するとさらに交易は盛んになり、人口が増大するという連鎖が生じた。交易によってさらに世界
の各地に広まった35。市場や貨幣も登場していたであろう。
このような抽象的ルールは、霧の中を航行する船団の行方を定める方位磁針のようなものであ

る。航行の最終的な行先ははっきりしないが、とりあえず、お互いの船が衝突しないように航行
しなければならない。だから、方位磁針にしたがって、各船舶はある一定の方向に針路を取るの
である。北北西に針路を取った船団が目的とする場所に着けるかどうかは、運任せのようなとこ

31Hayek [6] 篠塚訳 p.21.
32ダイアモンド [1] 倉骨訳下巻 p.94.
33Hayek [8]p.31.
34Hayek [5] 矢島水吉訳 p.108.
35Hayek [8] 第 3章
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ろもあり分からないが、少なくとも船同士の衝突は避けられる。だが、その船団の行方について
は、分からないままである。

4 まとめにかえて　‐ヴィットの連続仮説再考‐
ヴィットの「連続仮説」は、生物進化と社会進化は連続しており、進化はダーウィンの進化論

で説明できる範囲を超えて生じているというものである36。筆者は、その連続仮説に関して、生
物進化の系統樹に社会進化の系統樹を立体的に接木する考察を報告した37。
連続仮説は、社会進化を生物進化と独立したものとみなさなければならない。実際、両者の進

化が異なる分離されたものであるから、そこに連続性を主張することができる。進化系統樹の立
体接木で言えば、社会進化の枝は新しく出た枝であり、その枝の成長は生物進化の枝からは独立
している。しかし、現在のところ、社会進化は生物進化から独立しておらず、両方の存在は不離
不可分である。ハイエクは、自然と人工という二分法ではなく、そのいずれにもない領域のある
ことを指摘している。人間活動によって生じたものであるが、設計によらずあるいは意図せずに
できたものの存在である38。われわれの経済社会の活動が及ぼす影響は予期できない。谷口 [13]
で述べたように、社会進化が生物進化に影響を及ぼす実例は散見される。この意味で、少なくと
も現在では、社会進化と生物進化を分離して考えることはできない。さらに、ハイエクは、動物
から人間への決定的変化は、人間の本能的反応を文化的決定によって制限することにあるとする。
われわれは、学習されたルールに無意識的に固有の本能として習慣的に従うようになった。ルー
ルが本能に次第に置き換わったのである。しかもそれらは複雑に相互に関係しているので、この
二つを厳密に区別することもできない39。「共進化」は、このような広い意味では使わないが40、
生物進化と社会進化は共進化をしているのかもしれない。
本稿で見たように、社会進化の起源は、ホモサピエンスに曙光が射し飛躍的大前進をなし遂げ

た時である。そのときに、財産、自由、正義の原始的なものが誕生していた。したがって、「生物
進化と社会進化の連続点は、即ち進化系統樹の接木箇所は、飛躍的大前進を遂げた点である」と
考えられなくもない。だが、生物進化から独立した社会進化が実現していないのであれば、われ
われ自身の時代が、生物進化と社会進化の系統樹の接木箇所に、未だ含まれているということに
なるだろう。飛躍的大前進から現在までの 5万年は、類人猿から分岐してからの時間の 1パーセ
ント、生命の 40億年の進化史からすれば、わずか 0.00125パーセントである。ハイエクがいうよ
うに、われわれは無知であることから免れることができないから、おそらくホモサピエンスの段
階においては、生物進化と社会進化は分離されないのではあるまいか。
では、連続仮説の意味や意義はどこにあるのだろうか。まずは、ホモサピエンスにおいては不

可能であるかもしれないが、二つの進化が果たして分離されるのか、また、それはいつどのよう
にして分離されるのか、という問題が設定される。さらに、次の連続箇所はどこか、という問題
意識も生まれる。生物進化の帰結が社会進化の駆動因となることは、谷口 [13]で述べた。進化が
連続するのであれば、社会進化の帰結が別の次の進化形態を生み出す可能性が示唆される。よっ
て、生物でもなく社会でもない別の媒体による進化が連続して出現する可能性と、それを探索す
る動機も連続仮説によって与えられる。それらは、既にどこかにいるかもしれないスーパー・ホ
モサピエンスによるのかもしれないが。

36Witt [15] 参照。
37谷口 [12]
38Hayek [5] 矢島水島訳 p.30.
39Hayek [8]p.17
40進化経済学ハンドブック [10]「共進化」項目など。
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ޘੱߩ集࿅ࠆ߇ⴕേߡߒߘޔᗵᖱޔ⍮ޟ㧔㧞㧕ޔޠߒᜰࠍⴕേߣ⠌ᘠޔ▸ⷙߣଔ୯ޔ⍮ⷡߣ

ߐߚߒ߁ߎޟ㧔㧟㧕ޔޠࠇࠄ↪ߦߩߔ␜ࠍߣߎࠆߡࠇߐߢᣇࠅ߿ߚߒวᗧߢ㑆ߩ

ᢥ化ߡߒߘޔࠇ߇ߟߌฃߦߜߚ߽ߤሶߦ․ޔߦ⠪ઁ߇᭽ᑼߩⴕേߡߒߘޔଔ୯ޔାᔨߚࠇ
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ઍߩᰴࠄ߆ઍࠆޔߡࠅ୫ࠍߌഥߩᢎ⢒߿会化␠ࠆߔኻߦࡃࡦࡔߒᣂࠆߦਛߩ

ߣⅣႺߥ⊛ℂ‛߇ᢥ化ޔߦߣߎߥ㊀ⷐޔߪߢߎߎޕޠࠆߔᗧࠍߣߎࠆࠇߐሽ߇วᗧߣ߳

 ޕࠆߡࠇࠄߴㅀ߇ߣߎࠆ߁ࠅߣࠍᒻ߁
ᔃߥ߹ߑ߹ߐ߿ޘੱޟޕࠆߡࠇࠄߴㅀߦ߁ࠃߩᰴޔߪߡߟߦℂ⊛ⅣႺ‛ߣᢥ化ޔߚ߹ 

ℂㆊ⒟ޔޜ߈ޛߟ߮⚿ߣ♖⊛ᵴേᕈߣⴕേ⊛ᵴേᕈߩߟੑߩ㓏ጀࠄ߆᭴ᚑޕޠࠆߡࠇߐ

߈ߢߪߣߎࠆߜ┙ߡߟߦޠ㓏ጀߩߟੑߩⴕേ⊛ᵴേᕈߣ⊛ᵴേᕈ♖ޟߩߎޔߢߎߎ

ߒ集ߪߚ߹ޔᖱႎ集߿ቯ⸳⊛⋠ࠅ߹ߟޔᵴേߥ⊛ౝ㕙ߩߘ߇ⴕേߩⴕὑਥޔ߇ߥ

߹߁⸒ߪߣߎࠆߡߟ߮⚿ߣᵴേߩߤߥ▚⸘↪⾌ߊߠၮߦࠇߘߪࠆޔಽᨆߩᖱႎߚ

 ޕࠆߊߡߞࠊ߆߆ߦᖱႎㆊ⒟ࠆߋࠍᴫ⁁ߚࠇ⸄ߦవޔߪࠄࠇߎޕࠆߢߣߎߥ߽ߢ
 
㧟㧚進化ࠆߋࠍㆮવߣⅣႺߩ㑐ଥ 
ߦࡦࠖ࠙࠳ޕࠆߊߡߢ߇ᔅⷐࠆ߃⠨ߡߟߦ㑐ଥߩⅣႺߣㆮવࠆߋࠍ進化ޔߢߎߘ 

ޔᣇ৻ࠆ߃ਈࠍ᠄ⴣߥ߈大ߦޘੱߩ会␠ߩᒰᤨޔߪ㧕ࠕࠖ࠺ࠗࠕᕁᗐ㧔߁ߣ進化ߩ⒳ࠆࠃ

ᒰᤨߩኾ㐷ኅߦߜ⋤ߡߞߣߦߜߚℂ⸃ߪߢߩ߽ࠆ߁ߒᔅ࠙࠳ޔߒ߆ߒޕߚߞ߆ߥ߽ߒߕ

ߡߞߣߟߣ߭ߣߎߥߡߐ⊑ߛ߹ߪᒰᤨ߇ㆮવሶ߁ߢ日ޔߪ߃⠨ߚߒ㆐ߩࡦࠖ

ᓟ⊒ߩߘ߇ߩ߽߁ߣㆮવሶޔߢߎߘޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎ߁ߣߛߩ߽ߥ⊛ഃ⁛ߦ㕖Ᏹޔ߽

ᢥߣ進化ߩ⒳‛↢ߚߒࠍㆮવ߇ࠇߘޕࠆߊߡߢ߇ᔅⷐࠆ߃⠨ࠍ㗴⺖ߩߚ߹ޔߣࠆࠇߐ

化⊛進化ߩ㑐ଥߪࠇߎޕࠆߢ進化論ߩ✚วߩ㗴ߪࠇߎޕࠆߢන⚐ߥᣇᴺߪߢធㄭߒ

ࠆ߃⠨ࠍᖱႎㆊ⒟ߩ❰⚵߿ᔃℂㆊ⒟ߩ࠻ࡅޔߦ․ޔߊᐢߦ㕖Ᏹߪ⟵ቯߩᢥ化ޕߥ߽߁ࠃ

ⅣႺߣᢥ化ߩవޕࠆߢᣇ৻ࠆ߇ᐢߪⷞ㊁ߩⓥ⎇ޔࠅ߅ߡߒߚᨐࠍᓎഀߥ㊀ⷐ߇⺆⸒ޔߣ

↢ޔߚ߹ޕߥ߆ߒߢญࠅߩࠎ߶ߩ⺑ߩ࡞ࡌಽᨆߚߞߜ┙ࠆߔ㑐ߦ経済ߪㅀ⸤ߩ

‛⒳ߩ進化ߩ⎇ⓥߩធㄭᣇᴺࠍ経済進化ߦ߁ࠃߩߤߦᒰߩ߆ࠆߪߡ㗴߽ߎޕࠆߊߡߢ

⊑ޔ߇ߩ߽ࠆߔㅢᐩ߆ޔߦਛߩⓥ⎇ࠆ߃ߦ⊛ಽᢔߪߢᗧࠆࠆߌ߅ߦᄙᣇ㕙ࠄࠇ

進化論ߩߡߟߦ⒳‛↢ޕ߆ߩࠃ߫ࠇߔ߁ߤߪߦࠆ⥋ߦ⊑ޔߚ߹ޕ߆߁ࠈߛߩࠆ߈ߢ

⊛⎇ⓥޔߪ経済ߩ進化ߦኻޔߡߒࠍߩ߽ߥ߁ࠃߩࠫࡠ࠽ࠕ߆ឭଏߘޔ߆ߩߥߌߛࠆߔ

 ޕ߆ߩࠆߔ⸽ࠍ࠴ࡠࡊࠕߥ⊛⸽ታޔ߽ߣࠇ
 ⊒↢学ࠍ㊀ⷞࠆߔᦨㄭߩ↢‛学ߩ⎇ⓥߩਛߩ‛↢ޔߪߦ進化ߡ߅ߦㆮવሶߣⅣႺߩ⋧

↪߇㊀ⷐߥᓎഀࠍᨐߦߣߎߔߚᵈ⋡߁ߣࠆ߇ߩ߽ࠆߡߒ㧔Moore[2005]㧕ޕ␠会

ᢥޕߥ߈ߢߪߣߎࠆߔήⷞࠍᓎഀߥ㊀ⷐߩᢥ化ߩߡߒߣⅣႺޔߪߦ႐วߩ進化ߩ❰⚵߿

化ߪ⧓ⴚࠆޔߦ߽ߣߣߤߥ․ቯࠅ߹ߟޔߩ⧓ⴚኅߣ߫ߦޔߣ߮ੱࠆࠇਈࠆߚࠇࠄ߃

․ᱶߥ⢻ജޔᚽ⢻ߪࠆޔᐢ⟵ߩᛛ⢻߿࠻ࡅޔ߇ߥࠇߒ߽߆ߩ߽ߔࠊࠄࠍ㔤㐳㘃ޔ

り߿⣖ߩ㔤㐳㘃߿࠻ࡅߪࠇߘޕߥࠇߒ߽߆ߩ߽ࠆߡߒಽᏓߦ㑆ߩ‛↢ߩઁߪࠆ

⊛⢻ജߩ⊒㆐߿ᵞ✵化ޔߊߥ߽ߢ߹߁ޔߪࠄࠇߘޕࠆߡߟ߮⚿ߣ進化ߩᏫ⚿ޕࠆߢ 
⸄ߡߟߦ㑐ଥߩߣޔᢥ化ߩߡߒߣᓇ㗀ⷐ࿃ߩⷐ࿃߳ࠆߔ᭴ᚑࠍࠇߘޔߣ経済ޔߢߎߎ 

ࠆ߃⠨߽ߡߟߦᓇ㗀ߔ߷ߦᢥ化߇経済ޔߡߖ૬ߣᓇ㗀ߩ経済߳ߩᢥ化ޕߚ߈߅ߡࠇ

ᔅⷐޕ߁ࠈ߇経済ࠍ論ߚ߹ߓ⎇ⓥޔߡߞߚߦࠆߔᢥ化ߩᗧ⟵ߪㆊᐲߦ⠨ߥߪߡࠇࠄ߃
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㑐ㅪߦ進化ㆊ⒟ߩ❰⚵߿経済ޔߪᢥ化ޔᣇઁޕ㧔DiMaggio[1994]㧕ࠆᗧ߽ߩߣޔߥࠄ

Boyd & Richarson[1985]ޕ㧔Boyd & Richarson[1985]㧕ࠆࠇߐ⠨ኤࠄ߆ὐⷰߥᄙ᭽ޔߡߌߠ
ࠍ୮ᮨ߿ᢎ⢒ߩⷐ࿃ߩઁࠆߔᓇ㗀ߦⴕേߡߒߘޔଔ୯ޔ⼂⍮ޟޔߪߩࠆߔᗧ߇ᢥ化߁ߩ

ㅢߩߟߣ߭ߚߓઍࠄ߆ᰴߩઍ߳ߩવ㆐ޔߚ߹ޕࠆߢޠᓐޟߪࠄᢥ化⊛ߥવ㆐ߪߦᄙ

᭽ߥ᭴ㅧߣޠࠆ߇ㅀ߁ߢߎߎޕࠆߴ㨬᭴ㅧ㨭ߪࠆ⾰․ࠆޟޔߪ৻ㅪ߇⾰․ߩᚲਈߩ

␠会ߡ߅ߦવ㆐ࠆࠇߐ㓙ߩ␠会化ࠍࡦ࠲ࡄߩᗧޔߚ߹ޕޠࠆߔᓐߩࠄ⠨ኤޔߪⅣႺߣ

学⠌ߡߒߘޔᢥ化ߩ㑐ଥ߽ߦ߱㧔ޟޔ߅ߥ進化⊛ߥⅣႺࠆߌ߅ߦ学⠌ࠅࠃߡߟߦޠ⚦

⊛ᯏߩߡߴߔޔߪߢߎߎޕ㧕ࠆߢDoci, Marengo, and Fagiolo[2005]ޔ߇ߩࠆߔ⠨ኤߦ

⚵❱ޔߪⅣႺߩ߳ࠪࡦࠚࠫࠖ࠹ࡦࠦߩᔕ╵ߩߘߡ߅ߦᒻࠍㆡᔕ⊛ߦᄌ化ߖߐ

ߍߡߒߣߥ⊛ೋᱠߩߘ㧔ࠆࠇࠊᕁߦ߁ࠃࠆߡߞ߽ࠍࡓ࠭࠾ࠞࡔࠆߔߦน⢻ࠍߣߎࠆ

ࠄߴㅀ߇ߤߥޔ㧕ࠆߢࡓ࠹ࠬࠪ⚛㉂ߥน⢻⊑⺃ࠆߌ߅ߦᯏߥࡠࠢࡒޔ߇ߩࠆߡࠇࠄ

 ޕࠆࠇ
 
㧠㧚ⴕേਥ⟵ᔃℂ学ࠄ߆⍮ᔃℂ学߳ 
 ᰴޔߦవߩᔃℂ学ߦ․ޔ⁁ᴫߦ㐿ߚࠇ߆⍮ߩᣇᴺࠆ↪ࠍ⍮ᔃℂ学ࠆࠃߦ⎇ⓥߟߦ

ߥࠇߒ߽߆චಽน⢻߇ߣߎࠆߪߡ߽ߦ経済⎇ⓥߪធㄭᣇᴺߥ߁ࠃߩߎޕߚߴㅀߡ

 ޕࠆߴㅀߡߟߦዷ㐿ߩ⍮ᔃℂ学߳ࠄ߆ⴕേਥ⟵⊛ᔃℂ学ޔߦ೨ߩߘޕ
 ᔃℂ学ޟߪᔃ߃ࠄߣߩޠᣇߦ㑐ࠆࠊ学ޟޔߢᔃߩ⑼学ޕ߁ࠃ߃ߣޠᔃℂ学ߩᱧผࠍㄡ

ߥߚ߽ࠍᑧ㐳ߥ߁ࠃߩ⾰‛ߪ⾰ᧄߩߘޔࠅߢߩ߽ࠆߥ⇣ߊߚߞ߹ߪߣ⾰‛ߪᔃޟޔߣࠆ

ߣᔃޟޔࠇ߹↢߇ࠇᵹߥ߈大ߩޠᗧ⼂ᔃℂ学ޟޔࠄ߆߃⠨ߩ࠻࡞ࠞ࠺ߚߓ論ߣޠࠆߢߣߎ

ޔࠄ߆߃⠨ߩࠬ࠹࠻ࠬࠕ߁ߣޠࠆߢߟߣ߭ߩዻᕈࠆߡߞࠊߦ‛↢ߩߡߴߔߪ

⢻ജᔃℂ学ࠆࠇࠊߣޔߚ߈ߡࠇ߹↢߇㧔ਣ㊁[1998]㧕ޟޔߚ߹ޕ⑼学ߪታ㛎ߦၮߡߠᓧࠄ

ࠄ߆߃⠨ߩࡦࠦࡌߚ߃ࠄߣߣޠࠆߓ↢ߡߞࠃߦߣߎࠆߔ⚊Ꮻࠍℂ⌀ࠄ߆⼂⍮ߥታ⏕ߚࠇ

ኤⷰߦ⊛ቴⷰޔߒឃᢺࠍᢱ⾗ߥ⊛ਥⷰޟߪߦࠆ⍮ࠍᔃޔߡߒߘޔ߇ታ㛎ᔃℂ学ߩઍޔߪ

ޔࠄ߆߃⠨ߩࡦ࠰࠻ࡢߚߒਥᒛߣޠࠆߢ߈ߴߔߛࠍᴺೣᕈߩߘࠄ߆ߌߛᢱ⾗ࠆ߈ߢ

 ޕ㧔ਣ㊁[1998]㧕ࠆࠇࠊߣޔߚ߈ߡࠇ߹↢߇ޠⴕേਥ⟵ᔃℂ学ޟ
ࠞࡔࠕߩ߳ޠ⍮ᔃℂ学ޟࠄ߆ޠⴕേਥ⟵ᔃℂ学ޟߚߴㅀߦᦨᓟޔߪ㗴⺖ߩߢߎߎ 

⊛ᢥ化ࠆࠇߡߒߣ⽎ᔃℂ⊛ߩⴕὑਥޔߡߌߠ㑐ㅪߦ⒖ⴕߩࡓࠗ࠳ࡄߚߒߦบ⥰ࠍ

ౝ㕙ߦ߁ࠃߩߤ߇ℂ⸃ߦ⥄⁛ߢࠞࡔࠕޕࠆߢߣߎ߁ߣ߆ࠆࠇߐ⊒ዷߚߒⴕേਥ⟵ߦ

⟵ౝⷰਥߪ⟵ⴕേਥޔ߫ࠇࠃߦMandler[1985]ޕࠆ߇㕙ߥ⊛ᶖᭂߣ㕙ߥ⊛Ⓧᭂߦ⊛ℂ論ߪ

ੂᷙߩߎޔߒߛߚޕ߁ߣߚߖߐੂᷙࠍᔃり㗴ߡߞࠃߦ回ㆱߩℂ論ޔߢᣇ৻ࠆߔᛕ್ࠍ

෩ኒ߇㑐ଥߩਔ⠪ߩߎޔߣࠆߴㅀߡߞߣߦࠍ㑐ଥߩℂ学↢ߣᔃℂ学ޕߚߓ↢߇論ࠄ߆

ߔߣ߁ࠃߌㆱࠍࠇߘޕ߁߹ߒߡࠇߐഥ㐳߇⟵ㆶరਥߚߞ߹ᣧޔߣࠆࠇࠄ߃ࠄߣߦ⊛㓏ጀߦ

ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߆߅ߡߞ⍮ޔࠍᵢኤߩᔃℂ学ߪℂ学↢ޔࠍᵢኤߩℂ学↢ߪᔃℂ学ޔ߫ࠇ

㧔Mandler[1985]㧕ޕ 
 ㅀߚߴᔃℂ⑼学ࠆߌ߅ߦᣧ߹ߚߞㆶరࠍㆱࠆߌᣇᴺޔߪవߦ⸒ޔߚߒ⁁ᴫߦ㐿ࠇ߆
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㧔進化経済学ࠆߢߓห߽ߡߟߦ進化経済学ߪࠇߘޔߒࠆߔㅢᐩߦℂ⸃ᣇᴺߩޔ学⑼ߚ

会✬[2006]㧕ޔߢߎߘޕᄙᣇ㕙ߩࠄ߆ነⓂ⠪ࠍᓧߡᦨㄭߩ進化経済学ߩዷ㐿ࠍ✚ߚ߹ߒዷ

ᦸࠆߔߣ߁ߘ␜ࠍᗧ᰼⊛ߥ⎇ⓥࠆߢ Dopher(ed.)[2005]߇ὶὐߚ߹ޔࠅ⛉ࠍ㑐ᔃࠍነߡߖ

 ޕ߁ࠈߢߣߎࠆߩᗧߡߞߣߦ経済⎇ⓥޔߪߣߎࠆ߃⠨ࠍޔ߆ߪߩࠆ
Dopher(ed.)[2005]ࠍ⸃㗴⊛ߦ✚ࠆߔ Dopher[2005]ߎߎޔ߫ࠇࠃߦ 20 ᢙ年ߩ㑆ޔߦ進

化論⊛ᕁ⠨㧔evolutionary thinking㧕ߦೝỗߚߌ߁ࠍ経済学߇࠴ࠨߩᕆㅦߦᐢߡߞ߇

ߪౝኈߩߘޔ߇ߥ߈ߢߪߣߎࠆߴㅀߊߒߢߎߎߡߟߦ進化論⊛ᕁ⠨ߩߎޕࠆߡ߈

ޔߡߒߘޕࠆߢ߁ߘ߈ߢ߇ߣߎࠆߣ߹ߡߒߣធㄭᣇᴺߩ߳ࠇߘߣ⽎ኻߩ࠴ࠨ

Dopher[2005]ޔߪߡߞߦ進化論⊛ᕁ⠨ߩઁߪ経済学⊛ᕁ⠨ߩߣኻᲧߡߒߣㅀޕࠆࠇࠄߴ 
ߢߎߎ Dopher[2005]ߡߞࠃߦ進化論⊛ࠍߩ߽ࠆࠇߐߣ⠨ޔߡߞߚߦࠆ߃ነⓂ⠪ࠇߘߩ

ߟߣ߭ߪ߆߇ߩ߽ࠆߔㅢߦᣇᴺ߿ࡑ࠹ࠆߡᜏࠅಾߡߒߣ第৻ੱ⠪ߢಽ㊁ߩࠇߙ

ߒ߽߆ࠆ߽ߣߎ߁ߣ㗴⊛⸥ㅀ⸂ޔߪߡߞߦDopher[2005]ޕߥࠇߒ߽߆࠻ࡦࠗࡐߩ

ߩࠄࠇߘޔࠈߒޔ߽ࠅࠃ߁ߣⓥ⎇ࠆߡ進ߦ⊛┵వ߇ነⓂ⠪ߩࠇߙࠇߘޔ߇ߥࠇ

⎇ⓥߩ進化論⊛ၮ␆ߦὶὐࠆ⛉ࠍ৻ᣇޔߢฦ論⠪ߩઁࠇߙࠇߘ߇⎇ⓥ㗔ၞߩߢേะࠍᗧ⼂

 ޕᷓ⥝߇ὐߩߘޔࠅ߅ߡߒ⚫ࠍߣߎࠆߡߴㅀࠍᘒ⁁ߩⓥ⎇ߩࠄ⥄ࠄ߇ߥߒ
వߦ⸒ߚߒ⁁ᴫߦ㐿ߚࠇ߆⑼学߁ߣᣇᴺޔߪⷰߩὐࠄ߆ㅀޟޔߣࠆߴߩޘಽ㊁ߢ

↪ࠍ࠲࠺⸘⛔ߩㅪ৻ࠆࠇࠄᓧࠄ߆ኤⷰߩ⽎ߩޘߚࠇࠄߌߠ⟵ቯߡߞࠃߦⓥ⎇ߩ

࠲࠺ޔߒ߆ߒޕߥࠇߒ߽߆ᣇᴺㄭߦℂ論ᒻᚑߩߢᗧ߁ߣޔ㧔Dopher[2005]㧕ޠࠆ

ߦߌߛᏫ⚊⊛ᣇᴺޔߢߌࠊߥߖ߆Ṷ➈⊛ᣇᴺ߽ᰳߦ㓙ࠆ集ࠍ࠲࠺ߪࠆߒࠍ

ଐሽޔࠍࠇߎޕߥ߽ߢ߹߁ߪߣߎߥߪߢߩ߽ࠆߔDopher[2005]ືߪ学ߣ⑼学ߩኻޔ

ኻߩߘߡߒߘޕࠆߢࠎߣޔኻߩኾ㐷㗔ၞ㑆ߩޘޔߪߡ߅ߦᓟ⠪ߦࠄߐߪࠆ

ࠍ⋉ߦ進ࠆ㓙ߦ㊀ⷐߩੱޔߪߣߎߥ⍮ߣⴕേߦᵈⷞޔߣޔࠆߢߣߎ߁ߣࠆߔ

Dopher[2005]ߪㅀޕࠆߴ 
 ޕࠆߢߣߎࠆߟߟࠇࠊߥߎ߅ߡߞࠃߦ⍮ᔃℂ学ߦߐ߹ߪࠇߎ 
 
㧡㧚↢ᘒ♽⟲ߩߡߒߣ経済ߩ❰⚵進化 
 ᣂฎౖᵷ経済学߫ߒ߫ߒߡߞࠃߦℂ論⊛೨ឭޔࠆࠇ߆߅ߡߒߣᦨ大化ࠍታࠆߔဋ⾰ߥ

ⴕὑਥࠈߒޔߊߥߪߢᄙ᭽ߥଔ୯ⷰߣⴕേߚߞ߽ࠍࡦ࠲ࡄⴕὑਥޔߡߞࠃߦ᭴ᚑ

ࠆߴ⺞ࠍዻᕈߩⴕὑਥࠆࠁࠄޔߦ㓙ߩߘޕࠆߢജޔ߇ᣇᴺࠆߔធㄭߦ経済ࠆࠇߐ

ߎޕࠆࠇࠄ߃⠨߇ߣߎࠆߴ⺞ߡߞߣࠍ࡞ࡊࡦࠨޔ߇ߩࠆࠇߐ↪ណߢߎߘޕߥ߈ߢߪߣߎ

߽ߦ⊛ታോޔߦߣߎߥ㊀ⷐޔ߇ࠆߢᣇᴺߩⓥ⎇ࠆࠇࠊߥߎ߅ߢߤߥ学⸘⛔ߦ․ޔߪࠇ

ห᭽ߩߘޕࠆߡࠇࠊߥߎ߅߇ߣߎߩᗧޔߢℂ論⊛߽ߦ㧔ℂ論ኅ㧕ߚ߹ޔታോ⊛߽ߦ㧔ᒰ

⠪㧕ޔ㒢ቯวℂ⊛߁ߣࠆߢ೨ឭޕࠆࠇ߆߅߇ 
 進化経済学ߩߘޔߪࡓࠣࡠࡊ࠴ࠨߩὶὐ߇⏕化ࠆߡࠇߐὐޔߢᓥ᧪ߩ経済

学⊛ࠅࠃ࠴ࡠࡊࠕఝࠃߡߞߣࠆߢ৻ᣇߛ߹ޔ⎇ⓥࠆࠇࠄᷓߛ߹ߪߦߩ߽ߩߘ

⊛⋠ޔ߇ㆊ⒟ࠆࠇࠄ進߇進化ޔߪࠇߘޕࠃߡࠇߐ៰ᜰ߽ߣߎࠆߡࠇߐᱷ߇߈ߴ
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論ߪߛ߹ޔߣࠆߔߦචಽߥߡߞߥߦ߆ࠄὐߦ߁ࠃࠆߡࠇࠊࠄ߽ߦᕁޕࠆࠇࠊ

⍮ߩⴕὑਥ߇進化ޔߪߟߣ߭ޕࠆߊߡߞࠊ㑐߽ߦὶὐߩ߆ࠆߔኤⷰࠍߩ進化ޔߪࠇߎ

ࠆࠇߐ㆐ᚑߪ進化ߡߒࠍ⇣ὼᄌ⓭߽ߣࠇߘޔ߆ߩࠆㄡࠍㆊ⒟ߥ⊛ẋ進ߚߓㅢࠍⓍ⫾ߩ⼂

ⴕὑߩ進化ޔߦ第ੑޕ߇ߥߪᔅⷐࠆߢ⊛ಽᴺੑߪ╵⸂ࠅࠃߣ߽ޕࠆߢὐ߁ߣޔ߆

ਥߪੱ߽ߣࠇߘޔ߆߿❰⚵ߩ߆ࠄ集࿅ߪࠆޔ⟲ࠆߋࠍߣߎ߁ߣޔ߆

㗴ߦࠇߎޕࠆߢኻߪ╵⸂ࠆߔኈᤃ߽ߢන⚐ޔߪࠇߎޕߥ߽ߢᦨᓟߩ⟲⊛ߥℂ⸃ߩ

ᣇޔߦ߁ࠃࠆߢ߁ߘ߇ੱ߇ෳടߒ㑐ਈࠆߔ集࿅ߩ❰⚵߿ዻᕈᤨޕࠆߊߡߞࠊ߆߆ߦ

㑆⊛ⓨ㑆⊛ޔߦ集࿅ߪ❰⚵߿ᄌ化ࠆߔዻᕈޔߪߣߎߩߘޔߡߒߘޕߥࠇߒ߽߆ߩ߽ߟ߽ࠍ

ੱߩ❰⚵߿ଔ୯ⷰᤨޔ߇࡞࡞߿♽⊛ߪߚ߹ߦⓨ㑆⊛ߦᄌ化ߦߣߎࠆߔࠁࠊޔࠇ

ߩᛠីߩ㗴ߥ߁ࠃߩߎޕߥࠇߒ߽߆ࠆߔߦਇน⢻ߪߦᤨߒߦ࿎㔍ࠍ⠨ኤߥ⊛ᒻ✢ࠆ

ᣇ߇ᔅⷐ߁ߣ߆ߥߪߢᗧ⼂ߺ↢ࠄ߆ޔ߇ߩߚ߈ߡࠇߐⶄ㔀♽ߩ経済学ࠇߘޔࠅߢ

 ޕ߁ࠃ߃ߣࠆߢᐲ経済学߿進化経済学߇ߩࠆߦ㑐ଥࠆߔㄭធߦ⊛ℂ論ߣ
 వߩ⛔⸘学⊛⎇ⓥߩߘޔߪታ⾰⊛ౝኈࠆࠁࠊޔߣࠆ߃߹߰ࠍ⛔⸘学⊛⎇ⓥࠆ߹ߤߣߦ

⺖ࠆߡࠇ߹⚵ࠅขߦ⥄⁛ߢߎߘ߿ⓥ㗔ၞ⎇ߩઁޔ߽ߦ⊛ౝኈޔࠈߒޕߥ߈ߢߪߣߎ

㗴ߣㅪធ⊛ޔߡߞ߇ߚߒޔࠅߢ進化論⊛ޔߦ⁁ᴫߦኻߡߒ㐿ߢ߈ߴ߁ߣࠆߡࠇ߆

 ޕ߁ࠈ
 Metcalfe[2005]ޔߪ⟲ᕁ⠨㧔population thinking㧕ߩ․ᓽߩߘޔߡߒߣὶὐߪ

㑐ଥ㧔ᄙ᭽ᕈߩߣ↪ߩ┹ߣᄙ᭽ᕈޕࠆߡߴㅀߣޔࠆࠇ߇ᵈߦ⾰․ߥᄙ᭽ࠆߌ߅ߦ⟲

߽߆ᔅⷐ߇会学⊛⠨ኤ␠ߣ学⊛⠨ኤ⸘⛔ࠆߋࠍ㧕߆ࠆߥߦ߁ࠃߩߤߢㆊ⒟┹ߩ経済ߪ

 ޕߥࠇߒ߽߆ࠆ߇น⢻ᕈࠆࠇ߆ዉ߇進化論⊛⠨ኤޔࠄ߆ࠄࠇߘߚ߹ޕߥࠇߒ
Metcalfe[2005]ߪᰴߦ߁ࠃߩㅀޟޕࠆߡߴ⟲ౝߩ․⾰ಽᏓߩ⛔⸘⊛ᄾᯏޔߪ進化⊛

ᄌ化ߩߘߣ₸↢⊑ߩᣇะᕈࠍឭଏߥ߁ࠃߩߘޕࠆߔ⛔⸘⊛⺑ߪ⽎⊛ࠆࠇߐ▚⸘ߦዻᕈ

ࠇߘࠈߒޔ߽ࠅࠃ߁ߣ╬หߣ⾰․ߩࡃࡦࡔߩޘߩ⟲ޔࠅߢߌߛࠆߔଐሽߦ

ߩߘޔߡߞߢ‛ℂ論⊛᭴ㅧߩࠇࠊࠇࠊޔߪᄾᯏߩ⟲ࠆߔ㑐ㅪޕࠆࠇߐߛ߈ዉࠄ߆

⟲ౝߩࡃࡦࡔߩߡߴߔߩ․ᓽߩㆡಾߥᯏ⢻ߡߒߣቯ⟵ߥ߁ࠃߩߎޕࠆࠇࠄߌߠ⛔⸘⊛

ࠄࠇߘޕࠆߢ⚂ⷐߥଢߊߠၮߦᖱႎࠆࠇ߹ߡߒߣౝኈߦ⟲ޔߪၮḰ㧔᷹ቯ㧕ߥ

ߦ⊛ၮᧄߦࠄߐޕߥߪߢߌࠊࠆߡߒઍࠍߩ߆ޔࠅߢㅀ⊛集ว⸤ߥଢޔߪ

ㅀޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޔߣࠆߴᄌ化ࠍࡓ࠭ࡒ࠽ࠗ࠳ߩℂ⸃ޔߪࠆޔߩߚࠆߔหߓᔨౝ

ၮᧄߩ⟲ᕁ⠨ޔߡߒ߁ߎޕࠆߢ␆ၮޔߩߚㄟߺ⚵ࠍ⟲ߩ⒳㘃ߥޘ᭽ߊᄙߩ

ὐޔߪቯ論⊛ࠪࠬߥ⊛⸘⛔߇ࡓ࠹ዻᕈࠆࠃߦ⺑ࠍน⢻ߚ߹ޔࠅߢߣߎ߁ߣࠆߔߦ

ߔଐሽߦ␆ၮࠆࠇߐឭଏߦߚࠆߔ⸂ℂࠍࡓ࠭ࡒ࠽ࠗ࠳ߩᄌ化ޔߪߩ⺑ߥ߁ࠃߩߘ

ㆬߊߩࠄࠇߘ߿ㆬᛯ⊛․ᓽߟ߽߇‛ታޔߪߣߎߩߎޔࠎࠈߜ߽ޕࠆߢߣߎ߁ߣࠆ

ᛯ⊛ജࠍ⺑ޔߦߩࠆߔ⏕₸⊛ផ論ࠍߣߎࠆ↪ࠍᱛޔߦ߆⏕ޕߥߪߢߌࠊࠆߔㆬᛯ

ࠆ߇ᗧߦផ論⊛₸⏕ޔߒ߽ޔߒ߆ߒޕࠆߢࡑ࠹ߥ⊛㐳ᦼߩߢ進化ℂ論ޔߪᯏ会ߣ

ߒ߽ޔߡߒߘޕߥࠄߥߪߡߊߥߚ߽ࠍ↱ℂߔ⸤߈ᦠࠍഃ↢㑐ᢙ₸⏕ߥㆡಾޔ߫ࠇߢߩ

 ޕޠࠆߡᰳࠍౝኈߩ⺑ޔߪ₸⏕ޔ߫ࠄߥߥߢ߁ߘ
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 ⛔⸘⊛ᚻᴺߪ経済⎇ⓥߩ㊀ⷐߥᣇᴺޔߪߦ࠴ࠨࠣࡦࠖ࠹ࠤࡑޕࠆߢ⟲

㧔population㧕ߩߡߟߦ⛔⸘⊛集ว論⊛ᚻᴺߦၮߊߠ⺞ᩏޕࠆࠇࠊߥߎ߅߫ߒ߫ߒޔ߇ਛ

[2006]ޔߪ⛔⸘学ߩᢙℂ⊛ߥᔨߩℂ⸃ߣ࠲࠺ࠍࠇߘߣኻࠄ߇ߥߒߔߥߎ✵⠌߇

経済ࠍ⎇ⓥࠆߔߢᔅⷐਇนᰳߣߛ⺑ߚߒࠍ࠲࠺ޔߢ集ࠆߔᨒ⚵ߩߡߒߣߺડ↹

߿⸘⛔ޔߣࠆߔࠄ߆ᣇߩ⠪╩ޔߪࠇߎޕࠆߡߴㅀߣޔߛ㊀ⷐ߇࠲࠺ߥߩࠅߣ

ߥߪߢ㗴⺖ߩ⸂ᢥ⊛ℂੱࠆߔ㑐ߦ集ว論⊛ᛠី⊛⸘⛔ߩ⟲ᶖ⾌⠪ޔ߇ߛ㗴ߩ࠴ࠨ

 ޕࠆࠇࠊᕁ߽ߣ߆
 
㧢㧚ᐲߩ進化ߣ⍮⼂ߩࠕࠖ࠺ࠗࠕ進化 
ᄙ᭽ߥ⊒ޔ⊒ߡߒߘޔᛛⴚߩࡦ࡚ࠪࡌࡁࠗߩ❰⚵ߣᩮᐩ߇ࠕࠖ࠺ࠗࠕޔߪߦሽ

ߣߚߒ৻ޔߊߥߪߢ↥ᚲߩὼߪࡦ࡚ࠪࡌࡁࠗޔ⊑ޔ⊑ޔߢᗧߩߘޕࠆߡߒ

ߺߊࠍߩ߽ࠆ߃ߦ⊛ᬺ↥ࠄ߆ਛߩࠄࠇߘߖߐ⊑ഃࠍࠕࠖ࠺ࠗࠕޔ߽ߡ߃ߦὼࠈߎ

 ޕࠆߢߩ߽ࠆࠇߐߛߺ↢ޔᨐ⚿ߩ༡ὑߥ⊛⼂ᗧ⊛⋠ߊߡߍ
ߛᔅⷐ߇ޔߪߦࠆߴ⺞ࠍㆊ⒟ࠆࠇߐߛߺ↢߇ࡦ࡚ࠪࡌࡁࠗޔ⊑ޔ⊑ޔߪߢࠇߘ

 ޕ߆߁ࠈ
⊒߿⊒ޔߪߦవⴕࠆߔ⊒ߣ⊒ޕࠆ߇⺆‛ߩ⊒߿⊒ޔߪ⊒⠪߿⊒⠪ߦ

↥ᬺ⊛ㆡ↪ߡߞࠃߦ⩨大ߥ㊄㌛ߪࠆޔࠍ␠会⊛ߥฬޔࠍ⊒⠪߿⊒⠪߫ߒ߫ߒߦ

 ޕࠆߓ↢߇ࠆߋࠍࠖ࠹࠽ࠫࠝߩ⊑߿⊑ޔߢߎߘޕߔࠄߚ߽
ߚߒ⪺ࠍ‛ᦠߒࠄ߫ߔߡߟߦශ㕟ߩࠢ࡞ࡌࡦ࠹ࠣޔߡߟߦὐߩߎ 

Man[2002]ߪᰴߦ߁ࠃߩㅀߊߥ߽ߣࠄ߆ߎߤߪࠕࠖ࠺ࠗࠕޟޕࠆߴ㗡ߦᶋߢߩ߽ࠆߊߢࠎ߆

ߓหߩߘޔߢߩ߽ࠆߊߡ߃↢⧙ࠄ߆ߺ⚵ᨒߩዷ⊑ߩߢ߹ࠇߘߪࠕࠖ࠺ࠗࠕ㨯㨯㨯㨯㨯㨯ޕߥߪ

ᨒ⚵̆ߺ㨯㨯㨯ශⴚߩ႐ว࠴ࡦࡄޔޔࠅ㍌ㅧޔಃ㊄ⴚࠅ⛉ߩ࡞ࠗࠝߣࡦࠗࡢޔᯏޔ⚕ߥ

 ޕޠࠆߥߣᔅⷐ߇ߣߎࠆߔ化ᷓߦࠄߐ߇̆ߤ
ࠗࠕޟ߁⸒ߩࡦࡑߪߟߣ߭ޕࠆߥߦߣߎࠆ߇⺆‛ߩߟߚ߰ߪߦ⊑߿⊑ޔߡߒ߁ߎ 

ࠍᓟ⠪ޕࠆߢ⺆‛ߩޠㅧຠᮨߣ୮ᮨޟߩㅒߪߟߣ߭߁߽ޔࠅߢ⺆‛ߩޠ化ᷓߩࠕࠖ࠺

ᧄ᧪ߩ⊒߿⊒ߦ⺆‛ߩޔࠃߖߦࠇߕޕߥ߽ߢ߹߁ߪߣߎߥ߈ߢߪߣߎࠆࠇ

 ޕࠆߢߩࠆࠇࠊᛒࠅขߦታ㓙߇㕙ߩߟߚ߰ߩࠄࠇߘޔߪߡߞߋࠍ⍮⊛ᚲᮭ߿⸵․
ࠕࠆߩࠖ࠹࠽ࠫࠝޔߪߦࠆߔଦ進ࠍࡦ࡚ࠪࡌࡁࠗߪߚ߹ޔ⊑߿⊑ޔߢߎߘ 

ߢᔅⷐ߇╷߿╷ኻ߿ߺ⚵ࠆߔឃ㒰ࠍᓟ⠪ߒ⾥⾨ଔ⹏ࠍ೨⠪ޔߒᑯࠍ୮ᮨߣࠕࠖ࠺ࠗ

ߢ↱ℂࠆߡࠇߐᐲ化߇ߤߥ⸵․↪ታޔ⸵․ᗧඅޔ⸵․ߦ․ޔᚲᮭޔ߇ࠇߘޕࠆ

 ޕࠆ
ࠆߔଔ⹏ߦ⊛⢐ቯࠍ୮ᮨޔߪߡ߅ߦ経済学ࠆ᳞ࠍࠕࠖ࠺ࠗࠕߦ進化‛↢ޔ߇ࠈߎߣ 

ᕁ⠨ࠆ߇㧔日ᧄ⺆ᮨߩߟੑ߁ߢ୮ޔ߅ߥޕࠆߡߞߥ⇣ߪߢ⺆☨᰷ߪ進化ᔃℂ学ߢ⸒

ᥧޔߢߎߘޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆߔ㑐ㅪߣᥧ㤩⍮ޔߪ߃⠨ߩߎޕ㧕ߚࠇ⸄ߦᓟߪᗧߩ୮ᮨ߁

㤩⍮ߪࠍ㗴ࠍ߆ࠆߡߒߦᬌ⸛ߦࠇߘޔߒ㑐ㅪᮨߡߒ୮ࠍ⠨ኤޔߒ⊒ߣ⊒ߌ߅ߦ

 ޕ߁ࠃߒ⸛ᬌࠍ㗴ߩࠖ࠹࠽ࠫࠝࠆ
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 వᷓߩࠕࠖ࠺ࠗࠕޟߩ化ࠍޠޔߦߚࠆ進化経済学߿ᐲ経済学ߢขࠆߡࠇ߹⚵ࠅ

ߪߢߎߎࠄ߆↱ℂࠆߴㅀߦᓟޔ߇ࠆࠇࠊߣޠᒻᑼ⍮ޟ߫ߒ߫ߒ㧔ޠ㗼␜⍮ޟߣޠᥧ㤩⍮ޟ

ޔߪߣߎߔ␜߇経済学ߩࠄࠇߎޕࠆ⛉ࠍὶὐߦⓥ⎇ߩ㧕ߚߒ↪ណࠍ⺆↪߁ߣޠ㗼␜⍮ޟ

ࠈߛߟ┙ᓎ߆ޔߦߩࠆߔᑯࠍޠ୮ᮨޟߣޠ化ᷓߩࠕࠖ࠺ࠗࠕޟࠆߩࠖ࠹࠽ࠫࠝ

 ޕ߆߁
ᥧ㤩⍮ޔߪ⸒⺆化ޔߥࠇߐᗧ⼂ਅߢ࡞ࡌߩᖱႎࠍ⍮ⷡߒᛠីߢߣߎࠆߔᓧޔߚࠇࠄ

⍮⼂ߡߞࠃߦ࠾ࡦࡐ࡞ࠤࠗࡑޔߢឭޟޕߚࠇߐ⍮ޠߥ߈ߢߩߣߎࠆ⺆߇ࠆߪߡߞ

⍮⼂ࠆޟޕࠆࠇࠊߣ⸒ࠍߣߎࠆߢ⌀߇⍮߽ࠅࠃࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ⺆ޔߪߣߎ߁ߣࠆ

ᄙࠍߣߎߩߊ⍮ޠࠆߢߣߎࠆ㧔࠾ࡦࡐ㧕ޕࠆࠇࠊ߽ߣᥧ㤩⍮ޔߪ⍮⼂ߩේೋ⊛ᒻᘒ

㧔ፉޠࠆߔߒᯅᷰࠍߣり⊛ㆊ⒟ߣഃㅧജߥ㜞ᐲࠅࠃߩ㑆ੱޟ߇ᗵⷡ߿⍮ⷡࠆࠇߐߣ

[2001]㧕ޕࠆߡߒ␜ࠍߣߎ 
 㗼␜⍮ޔߪᥧ㤩⍮ߦኻߢߤߥ⺆⸒ޔߡߒ␜化ߚࠇߐ⍮⼂ޕࠆߢ⍮⼂߿⺆⸒ߪᢙᑼߥ

ᒻᑼ化߽ߒߕᔅߪ␜化ޔࠅ㗴߽ߩߤߥᢥ⣂ޔ߇ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ␜ߦ⊛ᒻᑼߢߤ

ޕࠆߢߩߥᔅⷐ߇ᥧ㤩⍮߽ߦ␜化ߩ⼂⍮ޔࠅ߹ߟޕߥߪߢߌࠊࠆࠇࠊߥߎ߅ߡߓㅢࠍ

⍮⼂ߩ␜化ߪ経済ߩࡦ࡚ࠪࡌࡁࠗߩታㆊ⒟ࠍ⸃ߦߚߩߘޕࠆ߇ߥߟߦߣߎࠆߔ

 ޕࠆ߇ᔅⷐࠆࠇߐ⠨ኤߡߒߣࠬࠗࠚࡈ࠲ࡦࠗߩ会␠ߣ⍮߇ᥧ㤩⍮ޔߪ
ߣ㗴ߩࠅߣࠅ߿ߩࠬࡆࠨࠆߋࠍႺ⇇㗔ၞޔߪࠬࠗࠚࡈ࠲ࡦࠗߩ会␠ߣ⍮ߩߎ 

 ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎߔ⸒ߡߒ
 ᥧ㤩⍮ߣ㗼␜⍮ߩ㗴ߩߘޔߪᓟߩ⎇ⓥߩዷ㐿ߩਛޔߢᔃℂ学߿ᢥ化ੱ㘃学ࠆࠃߦ⎇ⓥ

ޕࠆߢ㑐ଥߩߣࡦࠖ࠹࡞ޔߪߩߚߒ⋠ᵈߢਛߩߘޕࠆߡࠇࠄߌ⛯ߦ⊛ዷ⊑ޔߢਛߩ

࡞ߩߎޔߪࠇߎޕߔଦࠍᵈᗧߦߣߎࠆ߇ᒝജߦࡦࠖ࠹࡞ޔߪፉ[1997]ߩవޔߡߒߘ

ߢㅀ⸤ߩߢᢥ⣂߁ߣ߆߁ߤ߆ࠆࠇߐߥߊ߹߁߇⸂ℂߥ⊛ᗵⷡࠆߔኻߦᒝജߩࡦࠖ࠹

 ޕࠆߡߒ␜ࠍ㧔ፉ[1997]㧕ޠ⪬ᰳ⊛ℂ論ޟࠆߦ論⼏ߩᥧ㤩⍮ޔߪߣߎߩߎޕࠆ
ߣߺ⚵ℂ論ᨒࠆߔಽᨆࠍᐲޕ߆ࠆࠇࠄၒߦ߁ࠃߩߤߪ㨬ℂ論⊛ᰳ⪭㨭ߩߘޔߪߢࠇߘ 

࠹࡞ޔߪࠇߎޕࠆ߇ᒝᒙߪߦ⚂ޕࠆ߃⠨ࠍޠ⚂ޟࠆࠃߦࠇߘ߿ࡦࠖ࠹࡞ޔߡߒ

 ޕࠆߢ㗴ߩޔ߆⒟ᐲߩߤ߇ㅺ⣕ߩࠄ߆ࠇߘߣ߁ߦㅒޔᒝജߩࡦࠖ
ᛒࠅขߦ⊛ℂ論ࠍࠬࡠࡊߩᬺߩޘࠆߔᒻᚑࠍ᳓ᐔ⊛ಽᬺ߿ⅣႺࠢࠬ࠲ޔߪࠄࠇߎ 

ޕࠆߡߴㅀߦ߁ࠃߩᰴޔߡߟߦὐߩߎޔߪፉ[1997]ߩవޕࠆߢ㗴ࠆߊߡߢߦ㓙߁

ᥧޡߩ࠾ࡦࡐޔߪߩߚ߈ߡࠇߐ↪េ߫ߒ߫ߒޔߦ㓙ࠆߔ൮ࠍᴫ⁁ߚߒಽᢔߚߒ߁ߎޟ

㤩⍮߁ߣޢᔨޔߪ࠻ࡦࠗࡐߩ࠾ࡦࡐޕࠆߢ㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯ࠆࠇ⺆ߪࠇࠊࠇࠊޡએߎߩ

ߥታⴕน⢻ߦ⊛日Ᏹ߇ࠇࠊࠇࠊޔ߇ߥ߃ࠇߐᒻᑼ化ߦ⊛⺆⸒ޔߢᒻ߁ߣޢࠆ߈ߢ߇ߣ

⻉㗄ߚߒ߁ߎޔࠍᔨߢ✚߁ߣߚߒὐޕߣޔޠࠆߦ 
 หߓፉ[1997]ࠍ⺆↪ߩ୫ߡࠅ⸒ޟޔߣࠆߔᥧ㤩⍮߁ߣᔨߩߘޔߪౝታࠍតޔߣࠆ

ᔨ⊛ߪߦ⛔৻ᕈߦਲ߽ࠇߎ߫ࠊޔࠅߢߩ߽ߒり߁ߣᔨߣห᭽ޔᄙ㗄⋡㈩

 ޕࠆߥߦߣߎ߁ߣޠࠆߢ⊛
ޔ㑐ଥߩߣ⼂⍮ߚࠇߐ化⺆⸒ߩߚ߹ߣ⼂⍮ߚࠇߐ化⺆⸒ޔߩߡߒߣᒻᑼ⍮ޔߪࠇߎ 
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ޔࠍ論⼏ࠆߔ㑐ߦᥧ㤩⍮ޔߢߎߘޕࠆߢ㗴ࠆߋࠍޔ㑐ଥߩ㑆ߩᣇ⒟ᑼߚߒ集วߪࠆ

Man[2002]ᷓߩࠕࠖ࠺ࠗࠕޟ߁ߩ化ߡߌߟ߮⚿ߦޠℂ⸃ߦߩࠆߔᔅⷐޔߪߩߥᥧ㤩⍮ߩ

ߢߎߎޕ㧔ፉ[1997]㧕ࠆߢㅪធߩߣⓥ⎇ߩࠄ߆ὐߩޠ⍮ⷡޟߣޠ⸂ℂߚߞᴪߦ㑆ゲᤨޟ

ᰴߥ߁ࠃߩ࿑ࠍឬޕࠆ߈ߢ߇ߣߎߊ 
 
                  ࿑ 
 
ᥧ㤩⍮ᤨߩࡠࠢࡒޟߩ㑆ゲޠᷓߩ化ㆊ⒟ߩ␠会⚵❱⊛ౕߥ化 Ј ᨒ⚵ᷓߩߺ化 

 
 
㧣㧚ౕߣᯏ᪾化ߩᢥ化ผ 
 ᐲߩ進化ߩࠕࠖ࠺ࠗࠕߣ進化ߩ⋧↪ࠍޔߦߚࠆౕߣᯏ᪾化ߩᢥ化ผߴ⺞ࠍ

ߢߩ߽ߚߒⶄ㔀化߇ౕߪᯏ᪾化ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣᑧ㐳ߩᚻߩੱޔߪౕ߁ߢߎߎޕ߁ࠃ

 ޕࠆ
 ౕޟޔߪ日Ᏹ↢ᵴߦࠆࠇࠄዊߥߐౕ߽ޔ集߹ߩࠇࠊࠇࠊޔߣࠆᢥࠆ߈↢ߦ⠪ߔ

ޔᱧผኅ߽ߦ߁ࠃߓหߣ学⠪⑼ޟޔߢߎߘޕޠࠆߥߦሽߥ߈大ߤ߶ࠆ߃ਈࠍᓇ㗀ߦߡߴ

ߪߡߒߣߣߎߩ߃߹ࠅߚޔࠇߢޕߥᓐޔࠍ‛ߪ日㗃ࠍࠇߘߦ⌒ߩੱࠆߡߞ

ᤋޔߊߥߪߢߦ߁ࠃࠆ⊒ኅ߇ᦨೋࠍࠇߘߦ⊒ߡߞ߽ߢ⌒ߥ߁ࠃߩ߈ߣߚߒߪߡߊߥ

 㧔Giedion[1948]㧕ޠޕࠆߢߩࠆࠇߐߣᔅⷐ߇⌒ߥᣂ㞲ߩᒰᤨߩߘߪߦᓐޕߥࠄߥ
ࠍౕߥⶄ㔀ࠅࠃߩᰴޔߊߥߪߢߩ߽ࠆߔᗧࠍߤߥޔࠇᏫߦೋᔃޔߦනޔߪߣߎߩߎ

Ꮏᄦߡߒ⊒ࠆߔ㓙ޕ߁ࠈߛࠆ߹ߪߡ߽ߦGiedion[1948]ߪᰴߦ߁ࠃߩㅀࠆޟޕࠆߴౕ

ߪߚߞᤋߡߒߣߩ߽߈ߴߔᚢᘋޔߩ߽߈ߴߊ㛳ߪߦ⌒ߩޘੱޔ߈ߣߚࠇߐߛߺ↢ߡೋ߇

ߩ‛ޔߪᓐޔߦหᤨޕࠆߢᔅⷐ߇ᗵേߥᣂ㞲ߩޘੱߩઍᤨߩߘߪߦᱧผኅޕࠆߢߕ

೨ᓟ㑐ଥࠍ⏕ቯߩߘޔߒᗧࠍ⸳ቯޕߥࠄߥߪߡߊߥߒᱧผߩคㅀߪᢿ ⊛ታߣᵤߦ

ߡߒᢔߦ߁ࠃߩᤊߩᄛⓨޔ߫ߒ߫ߒޔ߽ߢߣߎࠆߡࠇࠄ⍮ߦߢߔޕࠆߡߟ߮⚿

ߪߢ߈ߴߎᕁߣࠆߡߞߣࠍᆫࠆ৻⛔ߢਛߩ㑧ߩᱧผ߇ᨩߚߒ߁ߘࠄ߆ᦨೋޕࠆ

ߢߣߎ߁ߣߥߌߪߡߊߥࠄߣ߇⠪⥄り⺒ߪࡊ࠶࠹ࠬߥ⊛ቯޔ߫ࠇ߃឵⸒ޕߥ

ߡ߈↢ߡߞߣࠍ㑐ଥߥᄙ᭽ߢᣂ㞲ޔ߇ ᢿߩᗧߚࠇߐ␜ߦߎߎޔߢਛߩᔃߩ⠪⺒ޕࠆ

ޔ߿ߐᔟㆡߩߡߞߣߦࠇࠊࠇࠊޔߜࠊߥߔޔᵴ᭽ᑼ↢ߩ日ޟޠޕߥࠄߥߪߡߊߥߢߩࠆߊ

ߢࠈߎߣࠆ⥋ޔߣࠆߔߣ߁ࠃᓧࠍᵢኤߥ⊛⥸৻ߡߟߦḮߩᘒᐲࠆߡᛴ߇ࠇࠊࠇࠊ

⍮⼂ߩਇ⿷ߥࠄ߆ࠊ߿㗴ޠޕࠆ߆ߟ߱ߦ㧔Giedion[1948]㧕 
ߪⓥ⎇ߥ⊛ޟޕ߆߁ࠈߛߩࠆࠇࠄၒߦ߁ࠃߩߤߪ⪬ᰳ߿⿷ਇߩ⼂⍮ߩߎޔߪߢࠇߘ

㧝㧥♿ߩⶄ㔀ߥ᭴ㅧࠍ൮⊛ߦขࠅᛒࠎࠈߜ߽ߪߩ߁ਇㆡᒰ߿ᬺ↥ޕࠆߢ⊒ޔ⚵❱

ߞߎߦหᤨ߇ߣߎߥࠎߤߡߓㅢࠍಽ㊁ߥ߹ߑ߹ߐߩઁޔߊߥߢࠅ߆ᱧผ߫ߚߞᛒࠍߌߛ

߇ߩ߁ߣޔޠࠆߢߩߥᔅⷐ߇ߣߎߊߡࠍ߆ߚߡ Giedion[1948]ޕࠆߢ߃╵ߩ 
ߩߤߚ߹ޔࠅߥߦ߆ࠄ߇ޔߡߞߚߦࠆࠇ߆ឬ߇❰⚵߿ડᬺߩ߆ࠄޔߢߎߎ 
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ޔߪᕁ⠨ߥ߁ࠃߩߎޕߥࠇߒ߽߆ߟ┙ࠅᚑ߇ផ᷹ߩޔ߆ࠆߡߌᰳߒ⿷ਇ߇⼂⍮ߥ߁ࠃ

⼂論ޔߪߡߒߣ進化ߣቢోวℂᕈࠆߋࠍផ論ߣ⼂ߩᄙ᭽ᕈߩ⠨ኤࠍㅢޔߡߓዷ㐿น

⢻ߥࠇߒ߽߆㧔Stich[1990]㧕ޔࠅ߹ߟޕ経済ߩ❰⚵ߣߩ⁁ᴫޔߪ⍮⼂ޔᖱႎࡁࠢ࠹ޔ

ߪࠇߘߣࠆߔ߆ߒ߽ޔߺ進߇ኾ㐷化ޔ߽ߡ߅ߦ㗔ၞߩࠇߙࠇߘߪࠆޔ߇㑆ߩࠫࡠ

ᢿ 化߈ߴ߁߽ߢߣᲑ㓏ߢ߹ߦ進ޕࠆߢߣߎ߁ߣߥࠇߒ߽߆ߩࠆߢࠎ 
߹߁ߪᢿ 化ߣኾ㐷化ޕ߁ࠃߺߡ߃⠨ࠍ߆ࠆࠇࠄ߃ࠄߣߦ߁ࠃߩߤߪᢿ 化ޔߢߎߎ 

ߢߩ߽ߒ߹ᦸߪᢿ 化ߩ⼂⍮ޔ߇ߥࠇߒ߽߆ᔅⷐߪኾ㐷化ߩ⼂⍮ޕߥߪߢߓห߽ߢ

ߐᢿ 化ޔߢߚ進ߡߒኾ㐷化ࠍⓥ⎇ޔߪ㗴⺖ޔ߫ࠇߔߣߛ߁ߘޕߥࠇߒ߽߆ߥߪ

ߦ߁ࠃߩߤޔࠍࠫࡠࡁࠢ࠹ޔᖱႎޔ⼂⍮ߥࠇߒ߽߆ࠆߡߒሽߚ߹ࠇࠄᓧߢᒻߚࠇ

⛔ว化ߩੱޔߪߣߎߩߎޕ߆ߥߪߢޔ߆ࠆߔ⍮ജߦ㒢⇇ࠍߣߎࠆ߇ᔨ㗡ߘޔ߈߅ߦ

ᢿ 化ޔࠅ߹ߟޕ㧔Stich[1990]㧕ߥࠇߒ߽߆ࠆ߇ᔅⷐࠆࠇߐ⠨ኤߡߞ߷ߩ߆ߐߢ߹ὐߩ

߁ࠃߩᢿ 化ߩℂᕈޔߊ߆߽ߣ߆߁ߤ߆ࠆߥߦℂ論⥸৻ޔߪᴺ⸂ߩߘޔ߽ߡߒߣߛ㗴߇

ߥߪߢߣߎ߁ߣࠆࠇߐໂ␜߇ߣߎ߁ߣࠆߖߛߦਛߩኾ㐷⊛⎇ⓥࠆߔㅊ᳞ࠍ㗴⺖ߥ

㒢ቯࠆߡࠇ߹⚵ࠅขߢߤߥⴕേ論❰⚵߿進化経済学ޔߦ߁ࠃߚߴㅀ߽ߦవޕ߆߁ࠈߛ

วℂᕈߊ߅߇ߤߥ೨ឭߩߢߣ߽ߩ⎇ⓥ߽หޕ߁ࠈߢߓ 
 ౕ߿ᯏ᪾化߇␠会ߦ߷ߔ進化⊛ᓇ㗀ޔࠍ⫳᳇ᯏ㑐ߩ⊒ࠍߡߞߣߦ⺑ޕࠆߔ⫳

᳇ᯏ㑐ߩೋᦼߩ↪ᴺޔߪ⍹ߩ㋶ߩឃ᳓ޕߚߞߢ㋕ߩᯏ㑐ゞ߿⥄േゞߦタࠇߐ

ߕߪߡߒߣઍᤨޔߪߩࠆ⥋ߦᒻᚑߩ࿖ౝᏒ႐ߪߡ߭ޔߒవዉࠍㅢ㕟ޔࠅߥߦ߁ࠃࠆ

߆ߥߡࠇߐ⼂ᗧߪߣߎߥ߁ࠃߩߘޔߪߦ㑐ଥ⠪ߩߘ߿⠪⊑߽ߣߊߥዋޕࠆߢᓟߣߞ

 ޕߚߞ
 
㧤㧚⍮⼂ߩ経済学 
ߩ․⁛ࠆࠇߐㅀ⸤ߡߞࠃߦ⺆↪ߩߤߥ⾗ᛩޔ⫾⾂ޔᵹㅢޔ⾌ᶖޔ↥↢ޔߪ経済ޔߦ⥸৻ 

ᵴേߦ㑐ߣߩ߽ࠆߔℂ⸃ߩࠄࠇߎޕࠆߡࠇߐᔨࠆࠇߐ␜ߢ経済ᵴേߥ߽ߢ߹߁ޔߪ

ੱޔߪ㊄㌛߁ߢߎߎޕࠆߡࠇࠄ߃⠨ߣࠆࠇࠊߥߎ߅ޔߢਛߩ㑐ଥߥ⊛㊄㌛ޔㅢᏱޔߊ

㓙ߩߘޔߡߞ߇ߚߒޔࠅߢ‛ᇦߩࠅߣࠅ߿ߩ経済ᵴേࠆࠇࠊߥߎ߅ߢਛߩ㑐ଥߩੱߣ

 ޕࠆߢߩ߽ࠆߔឭଏࠍၮḰߩଔ⹏ߩ経済ᵴേߩ
ઍᤨޔߊߥ߽ߢ߹߁ޔߪᒻᘒߩ経済ᵴേߩߤߥ⫾⾂ޔᵹㅢޔ⾗ᛩޔ↥↢ޔ⾌ᶖࠄࠇߎ 

ಽߣ学⊛㑐ଥߩ㆑ߦᔕࠄࠇߘޕࠆߊߡߞߥ⇣ޔߡߓ経済ᵴേᒻᘒߩ㆑ࠍ⽎ߔ

経ߩࠄࠇߎޕࠆߢ࿖ኅޔડᬺޔኅ⸘㧔ੱ㧕ޔߪⴕὑਥࠆߥߣᚻᜂߩ経済ᵴേޔߣࠆ

済ᵴേޔࠍ⽎ࠄ߆㔌ౕޔࠇ⊛ޔߣࠆߔߣ߁ࠃ߃ࠄߣߦ経済ผ߿経༡ผߪࠆޔᛛⴚ

ผߩߤߥ㗔ၞߩᢥ₂ࠍෳ⠨ࠆߔߦᔅⷐߩࠄࠇߘޔߚ߹ޕࠆ߇ᵴേᒻᘒߦ࠭࠾ࠞࡔࠆࠊ

ෳᾖࠍߤߥ経済ᕁᗐ㧔ผ㧕ߚ߹ޔ経済学⺑㧔ผ㧕߿経済学ޔ߫ࠇߔߣ߁ࠃߒ⸂ℂࠍ論ℂ߿ࡓ

 ޕߥߖ߆ᰳ߇ߣߎࠆߔ
ߥ߈߅ࠍಽᨆනߩㅢ߁ߣ経済ޔߪ࠻ࠬࡒࡁࠦࠛߩࠇߙࠇߘޔߢⓥ㗔ၞ⎇ߩࠄࠇߎ 

ߚߒޔࠍ経済ޔ߇ࠆߡ進ࠍⓥ⎇ߥ⊛ኾ㐷ޔߢߣ߽ߩ⼂㗴ᗧߩ⥄⁛ࠇߙࠇߘޔ߽ࠄ߇
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ߡ進ࠍหᬺޔߦߚࠆߔ⸂ℂޔࠍ⸘ኅޔડᬺޔᏒ႐ࠆߢಽᨆනߩ経済ߡߞ߇

ࠬࡒࡁࠦࠛޔߪડᬺ߿Ꮢ႐߁ߢߎߎޔߡߞ߇ߚߒޕࠆ߈ߢ߽ߣߎࠆߔࠍᣇ߁ߣޔࠆ

ߦὐߩߎޕࠆ߈ߢ߽ߣߎࠆߣනߩᐲߟ┙ࠅᚑ߇経済ޔ߇ࠆߢಽᨆනߩⓥ⎇ߩ࠻

ߢᱧผ⎇ⓥޔࠇߢℂ論⎇ⓥޔߪ㧕ߣߎࠆߡߞߥߎ߅༡ὑ㧔ߩ࠻ࠬࡒࡁࠦࠛޔߡ߅

࠾ࠞࡔߩᐲ߮ࠃ߅経済ޔࠇߢᢥ化論⊛⎇ⓥߩ߹ࠆ߰ߩੱߚ߹ޔࠇߢⓥ⎇❰⚵ޔࠇ

߇ᗧ論ߩ⒳৻߁ߣޔ㧕ࠆߢߕߪ㧔ࠆߡߟ߮⚿ߦ⸂ߩߩ߽ࠆࠇࠊߣ᭴ㅧ߿ࡓ࠭

ᚑ┙ߣޔ߆ߥߪߢߩࠆߔ╩⠪ߪߦᕁޕࠆࠇࠊ 
経済ᚑ㐳ߣ⼂⍮߮ࠃ߅ᢎ⢒ޔ߫ࠇߔߣ߁ࠃߓ論ࠍ㑐ଥߩߣ経済ߣᒻᚑߩ⼂⍮ޔߢࠈߎߣ 

ߦ㗴ߩߎޔߪߜߚ経済学⠪ߩߊᄙޔߦታ㓙ޕߥ߈ߢߪߣߎࠆㅢߡߌㆱࠍಽᨆߩ㑐ଥߩ

ᒝ㑐ᔃޔߒ␜ࠍ論ޔߦ․ޔߚ߹ޕߚ߈ߡߓ⍮⼂߿ᢎ⢒ࡢࡄࡦࡑޔߪ㧔man power㧕߿

ੱ⊛⾗Ḯ㧔human resource㧕ߦ⋥ធߦ㑐ޔߡߒߣߩ߽ࠆࠊ⎇ⓥߚ߈ߡࠇߐ㐳⎇ⓥผ߇

 ޕࠆ
 ⍮⼂ߩߘ߿ഃ⊒ߩ⼏論ߩ経㛎⊛ዷ㐿ੱߩߡߒߣ⊛⾗Ḯߩࡢࡄࡦࡑ߿⼏論ߩઁޔߪ経済

⼏論ޔߦ߁ࠃࠆߢ߁ߘ߇ߤࠎߣ߶ߩ᧪ߩ␠会ߦ߁ࠃߩߤࠍឬߩ߆ߊ論ὐࠍࠆߢࠎ

㧔Harbison & Myers[1964]㧕ޕታ㓙ޔߦฦ࿖᳃経済߿経済ߩ⊒ዷᲑ㓏ޔߡߞࠃߦᢎ⢒ᯏ㑐ߩ

ᢎ⢒ᐲ߿ડᬺ⚵❱ߩ⍮⼂ᒻᚑߩࡦ࠲ࡄࠆޔߪߦ㆑ޔߚ߹ޕߛ߁ࠃࠆ߇経済ߩ

ߣߎࠆߍࠍലᨐߥലޔ߽ߒߕᔅޔߪࡦࡊߩ⊑⍮⼂ഃߚߒㅺ⣕ߦㆊᐲࠄ߆ߺ⚵ᨒߩ⁁

ࠍᢎ⢒ߣ学⠌ߩઍޔߕࠄ㒢ߦ⼂⍮ߩ経済ޕߥࠇߒ߽߆ࠆ߇⼂߁ߣߥ߈ߢ߇

⹏ߩࠄࠇߎޕߥࠇߒ߽߆ࠆߡ᧪ࠄ߆߆ࠆߦ߁ࠃߩߤࠍ⼂ߥ߁ࠃߩߎޔߪ論ࠆߋ

ଔޔߪߦਥⷰ⊛ߣߩ߽ߥቴⷰ߇ߩ߽ߥ߹ޕࠆߡࠇ 
ߠ㑐ㅪߦ経済ࠍ⼂⍮ޔࠆࠇࠊߥߎ߅ߦߚࠆߔዷ㐿ࠍ論⼏ߔᯅᷰࠍቴⷰߣਥⷰߩࠄࠇߎ 

ࠇࠄ߃⠨ߣࠆߦಽᨆߩ㑐ଥߩ⊑ޔ⊑ޔ⼂⍮ߣ経済ᚑ㐳ޔߪߟߣ߭ߩὶὐߩⓥ⎇ߚߌ

ߎࠆࠇࠊ߇ౝኈߩ経済ᚑ㐳ℂ論ࠅ߹ߟޔℂ論ߩฦ学ᵷߩߡߟߦ経済ᚑ㐳ޔߢߎߘޕࠆ

߆ߟߊࠆߦࠄࠇߘޕࠆࠇࠊߣߊ߅ࠍജὐߦߐ㊀ⷐߩᛛⴚ㕟ᣂߪᣂฎౖᵷޕࠆߥߦߣ

ⷺߩޔ߽࡞࠺ࡕࡑࡠޔ߇ࠆߡࠇࠄߺ⹜߽ߡߞࠃߦ進化経済学ޔߪసߩ㔍ὐߩ

ᐲࠄ߆ᚑ㐳ℂ論ࠍ♖✺化ޕࠆߟߟߒᓟ⠪߇ᵈ⋡ޔߪߩࠆࠇߐᧄ⎇ⓥߡߞߣߦ⥝ᷓߎ

ࠆߢߣߎࠆߡߒ⸂ℂߣޠᛩߥ㊀ⷐࠆីࠍ㎛ߩࠬࡠࡊ⊛ഃㅧޟࠍ㑆ੱޔߦߣ

㧔Jones[1998]㧕ߩ࡞࠺ࡕࡑࡠޕ․ᓽޔߪᣂฎౖᵷࠍ࡞࠺ࡕࡑࡠߣ࡞࠺ࡕᲧセ

ߚߒ Jones[1998]ޔ߫ࠇࠃߦ経済ᚑ㐳ߩḮᴰࠍ೨⠪ߣห᭽ߦᛛⴚ㕟ᣂޟޔ߽ࠄ߇ߥ᳞ߦᱧ

ผߩㆊ⒟ߢ⊒ߚ߈ߡࠇߐ⍮⼂ޔࠍޠࠕࠖ࠺ࠗࠕߒߥࠢ࠶࠻ࠬߩᣂฎౖᵷℂ論ߥߎ߅߇

 ޕࠆߦὐߚߒߣ߁ࠃߒౝ↢化ߦ࡞࠺ࡕޔߊߥߪߢߩࠆߔߣᚲਈߦ⊛↢ᄖߦ߁ࠃߚߞ
 ⍮⼂ࠍࠕࠖ࠺ࠗࠕ߿経済学ߩℂ論ᨒ⚵ߺ⚵ߦߺㄟ⹜ޔߪߺ⸥ߩౝ⊛ᚑ㐳論ߡߞࠃߦ

ขࠆߡࠇ߹⚵ࠅ㧔Jones[1998]㧕ޕ 
ޔ߽ߡߒߦߥߪߣߎ߁วߺ߆චಽߢ࡞ࡌಽᨆޔ߇ᢥ学⊛⎇ⓥੱߩ⼂⍮ߣⓥ⎇ߩࠄࠇߘ

⍮⼂⎇ⓥߡߞ߇ߚߒޔߦ経済⎇ⓥޔߦ⋉ߦߣߎࠆߢ㆑ޕ߁ࠈߛߥߪ╩⠪ߢߎߎ߇

ᗐቯޔߪߩࠆߡߒᰴޟޕࠆߢߣߎߥ߁ࠃߩ⸃೬学⠪ߥࠈࠈࠎߚߞޔߪ⒳㘃ߩേ‛
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᭴ࠆ߁߈േ߇‛േߩߘߣࠆ߇㑐㑐ଥ⋦ߩ⒳㘃ߥ߁ࠃߩߤޔߣࠆᓧࠍ⼂⍮ߥචಽߡߟߦ

ㅧ੍ࠍ߆ࠆߥߦᗐࠆߒ߽ޟޔ߫߃ߣߚޕࠆࠇࠊߣޠࠆߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢേ‛߇㍈ࠍࡔ࠷

ߡߞ߽ࠍᱤߚߒㆡߦߩߊⵚ߈ᒁߡ߃ࠄࠍ‛₪ޔࠅߢ⡺㘩ᕈߪࠇߘޔ߫ࠄߥࠆߡߞ߽

ౣߒᗐࠍേ‛ోࠄ߆㛽ߩߟߣ߭ߚߞߚޔߪ㧔ฎ↢‛学⠪㧕ࠛࡆࡘࠠޕࠆߢߕߪࠆ

᭴ᚑߩࠄࠇߎޔߤ߶ࠆ߈ߢ⋧↪ߩߡߟߦℂ⸃ޕޠࠆࠇࠊߣߚߡᷓࠍ

㧔Bowler[1984]㧕 
ඳࠍ⼂⍮ߩߡߟߦ⼂⍮ޔ߽ߡߊߥߪߢ⼂⍮ߩ⼂⍮ࠆ߃ߢ࡞ࡌಽᨆ߃ߣߚޔࠅ߹ߟ 

‛学⊛ߦ⫠集߁ߣࠆߔᬺ߇ᔅⷐ߇ࠄࠇߘޕ߆ߥߪߢޔߪ߆߁ߤ߆ࠆ߃ᓟ߆⏕ࠄ߆

߽߽ߒߕᔅߪᢿ್ߩ߆߁ߤ߆ߩ߽ߟ┙ᓎߦᤨࠆߔ集⫠ޔߪߣ集⫠ޕࠆߢߣߎࠃ߫ࠇ

⼂⍮ޔߪᢿ್ߩ߆߁ߤ߆ߟ┙ᓎ߇⼂⍮ߩࠄࠇߘޕ߆߁ࠈߛߥߪߢߩ߽߁ߥߎ߅ߢߥߚ

Ბ㓏ߩ集⫠ߩ೨ߩขᝥㆬᛯޔߪ経済学⊛⍮⼂論ߩޕ߁ࠈߢߩߢᲑ㓏ߩ集ᬺ✬ߩ

 ޕࠆߢ߃⠨ߩ⠪╩߇ߩ߁ߣޔ߆ߥߪߢߩࠆߦ
ⷰ⊛ᢥੱޕߥߪߢߩ߽ߥቢోޔ߽ߡࠄ߆ὐߩᢥ学ੱߩ⼂⍮ޔߪᣇ⸒ߩߎޔߒ߆ߒ 

ὐޔߪߩࠆ߃⸒ࠄ߆⍮⼂ߪᢥ⣂ߩᒻᘒߡߞߣࠍሽߢߎߎޕࠆߢߣߎ߁ߣࠆߡߒ⸒

ߥߪߢߩ߽ߥ⊛ ᢿޔߡߞߢ⊛集วߪ⼂⍮ޕࠆߡߒ␜ࠍߩ߽ߥ⊛集ว߆ޔߪᢥ⣂߁

หޔߪ߆ࠆࠇ߆߅߇߈㊀ߦߢਛߩ㑐ㅪᕈߩߘޔߡߞߢ㑐ㅪᕈߪߣᢥ⣂ޔࠅࠃߣ߽ޕ

ߩ⼂⍮ߥ߁ࠃߩߎޕࠆߔᄌኈߪᢥ⣂ޔߢᗧߥ߁ࠃߩߘޕߥࠇߒ߽߆ࠆߥ⇣߽ߢᢥ⣂ߓ

ᢥ⣂⊛ℂ⸃ޔߪ経済学⊛ⷰߥὐޔߣࠆߔࠄ߆経済ᚑ㐳ߩߡߟߦࡑ࠹ߥ߁ࠃߩ⍮⼂ߥߣ

経済ᚑ㐳߿⥸৻経済学ޕࠆߢߓหޔߪߢࠅ㒢ࠆߢߩ߽ߥ⊛集วޔ߽⼂⍮ߩ経済学ޕࠆ

ࠆࠇߐኤⷰߦޘ᭽ޔߢਛߩࡑ࠹ࠆߔㅪធޔ߽ࠫࡠࡁࠢ࠹ޔߣࠆࠄ߆ࡑ࠹ߥ߁ࠃߩ

 ޕࠆߢߩࠆߥߦߣߎ߁ߣ
⺑学ޕࠆߢ㑐ଥߩࠕࠖ࠺ࠗࠕߒᣂޔߣᒛߩ߃⠨߿⺑学ߩㆊߪߩߥ㊀ⷐޔࠈߒ 

ࠍవ߁ߘߞ㧕ࠅࠃߜߚੱߩ㧔ઁ߇⑳ߒ߽ޟ߇ࡦ࠻ࡘ࠾ޔߪࠇߘޕ߁ࠃߴㅀࠄ߆ᒛߩ

ߪࠇߘޔࠄߥࠆߔߣߚᏂੱߩߜߚ⢋ߦਸ਼ߣޔޠࠆߢࠄ߆ߚߞㅀࠆࠇߐߣߚߴㅺࠄ߆᧪

⢋ゞലᨐ㧔on the shoulder’s effect㧕ߩ⍮⼂⊒ޔ߇ߩࠆࠇߐ␜ߡߞࠃߦ⸒⊑ߩߎޕࠆߡ
ࠃߦ࠽ࠖ࠙ޔߒ߆ߒޕ㧔Jones[1998]㧕ࠆࠇࠊߣࠆߡࠇߐ化⥸৻ߢ経済学ޔࠅߢ

㊀ߣㆇേജ学ޔߣߩᓐߩߡߟߦᓸⓍಽ学ߪޘᚒޔ߫߃⸒ߡߟߦࡦ࠻ࡘ࠾ޟޔߣࠆ

ജߩߡߟߦᓐߩߩߣ㑆߆ߥ߆ߥޔߩ⥝ᷓ㆑ߦᵈ⋡ޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ೨⠪

ޔࠛࠔࡧࠞ̆ੱߩߊᄙߩઁߚ߹ޔߒሽߦ߆ߘ߭ߦਛߩᨆᐞ学⸂ߩ࠻࡞ࠞ࠺ߦᣢߪ

ߡߚߒዋ߁߽ޔࠅ߅ߡߒ㆐ߢ߹ߊㄭߊߏߩ߃⠨ߩᓸಽ߇̆ࠬࠖ࠙ޔࡠࡃޔࡑ࡞ࠚࡈ

߫ᓸಽ学ߩ┙⁛ߩߟߣ߭߇学⑼ߣࠍ₪ᓧ̳ޕߚߡߞߥߦ߁ߘ߈ߢⓍಽ学ޔߪߡߟߦ

ߩ⍮⼂㘑ᄌ化ߩ⚖৻第ߦ⌀ߚߒߛߺ↢߇ࠬ࠺ࡔࠠ࡞ࠕߢࠗࠨࠢࡘࠪߩฎઍޔߪᩮߩߘ

ਛߦޠ߇ࡦ࠻ࡘ࠾ޔߡߞ߇ߚߒޕࠆࠇࠄవߊోޟߪߩߚߒࠍ⸒⊑ߩᱜᒰ߿ޔࠅߢ

࠾ߩᓸⓍಽ学ޔߪࡦ࠻ࡘ࠾ߩㆇേജ学ߣ㊀ജޔߒ߆ߒޕߥߪߢߩ߽ࠆࠃߦ㆖⻞ߚߞ߹

 㧔9iener=1��3?㧕ޕޠߚߞߢᏂੱߩᦨ大ࠆࠃߦജߩᓐ⥄りޔߡߞ㆑ߣࡦ࠻ࡘ
 ޕࠆߔㅢᐩߦ༡ὑߩᢥ化経済学ޔߪඳ‛学⊛⫠集ᬺߩ⼂⍮ߩߎޔߡߐ 
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㧥㧚ᢥ化ߩ経済学 
 ᢥ化ޔߪ進化経済学ߤߥᄙ᭽ߥ⎇ⓥߩࠄ߆⎇ⓥࡓࡒࠆࠁࠊޕࠆߡࠇߐ論߽ߘ

ࠍઙ᧦ߥᔅⷐߦ⼏経済論ߩ࡞ࡌಽᨆޔ߇論⊛⼏論ࡓࡒߥ߁ࠃߩߎޔߒ߆ߒޕࠆߢ߁

ḩ߿߿ޔߪ߆߁ߤ߆ࠆߡߒߚ㔍ὐޕ߆߁ࠈߛߥߪߢࠈߎߣ߁ߣࠆ߇Aunger[2000]
ߐߊᐢߡߞࠃߦ会વ㆐␠ޔߪᔨߩࡓࡒߚߒឭ໒߇ࠬࡦࠠ࠼ޟޔߦ߆⏕ޔߣࠆࠃߦ

ࠆߚߒߐߪᔨࡓࡒޔએᓟࠇߘޟޔ߇ޠߚࠇࠄߪߡߒߣ⺆↪ߩ⇇学ޔࠅߥߦ߁ࠃࠆࠇ

⊒ዷࠍౕޕࠆࠇߐߣߥޠߡߖ⊛ߦㅀޔߣࠆߴหߓ Aunger[2000]ࡓࡒޔ߫ࠇࠃߦ

論⊛ߥᣇࠍᠩ⼔ࠆߔᆫߩߟߣ߭߇ࠇߘޟޔ߃ߐߢ࠻࠶ࡀ࠺ߔ␜ࠍ⑼学߁ߣࠆߥߦᗧ

ޟޔߪߦޠᦨ߽ᚻ෩ߒ論ࠍዷ㐿ߚ߹ޕࠆࠇࠊ⸒ߣޠࠆߡߒߩ論⠪㧔Boyd & 
Richerson[2000]㧕߽ࡓࡒߩᔨᛕ್ࠍ⹜ࡓࡒޔߪߢߎߎޕࠆߡߺ論ߩ⚦ߥᬌ⸛

߮ࠃ߅Aunger(ed)[2000]ޔߪ Boyd & Richerson[2000]ޔߡߒߦߣߎࠆ⼑ߦᢥ化ሶߩߤߥ

ᔨߩ⎇ⓥޔ߽ࠅࠃᢥ化ࠍߩ߽ߩߘ経済ߦ㑐ㅪߚߌߠ⎇ⓥ߇వߣޔ߆ߥߪߢ╩⠪ߪߦ⠨

߇ߤࠎߣ߶ߩ論⼏ߚ↪ࠍᔨߩߊᄙߩઁޔߪ論ࡓࡒޔ߫ࠇߔࠍᣇ⸒ߩޕࠆࠇࠄ߃

ಽᨆߪߺ⚵ℂ論ᨒߩᔨޕࠆ߃ߦ߁ࠃߥ߉ㆊߦࠆߡߓ論ࠍᔨޔߦ߁ࠃࠆߢ߁ߘ

ኻߩߣ⇇経㛎⊛ߚ↪ࠍᔨߩߘޔߪ㗴ޔ߇ߥ㑆㆑ߪߣߎࠆߢ㊀ⷐߦߚߩ

 ޕࠆࠇࠊᕁߣޔ߆ߥߪߢ
 経済߮ࠃ߅ડᬺߣᢥ化ߩ㑐ଥࠍ論ޔߦߩ߽ߚߓડᬺᢥ化論߿⚵❱ᢥ化論ޕࠆ߇ડᬺߩ

ഃᬺ⠪ߩ┙ᔒવߢᓟ⸒ߢ߹ޘવࠆߡࠇࠄ߃વ⺑ޔ߇ߤߥ৻⒳ߩડᬺᢥ化ߣℂ⸃ޕࠆࠇߐ

ᧄⓂޔߪߢ経済ࠍឬߪߦߊⴕὑ⠪ࠍ߹ࠆ߰ߩឬߊᔅⷐߩߎޔࠅ߇㗴ߦធㄭߦࠆߔ

ߣߎ߁ߣޔࠆߢᣇᴺߩߟߣ߭ޔ߇ߣߎࠆߔಽᨆࠍ⍮ߣᢥ化ߩ⇇ߩ経済ߢߎߘޔߪ

 ޕࠆߢ
 
㧝㧜㧚⍮⼂ߣ⍮ߩ経済ಽᨆ 
 経済ࠍ⍮⼂ߩὐౣࠄ߆᭴ᚑߡߒឬߊ⹜ޔߪߺ経済学⠪߿経༡学⠪ߡࠇࠊߥߎ߅ߡߞࠃߦ

ߣ⼂⍮ޟޔߪCole & Scribner[1974]ޕࠆߔㅪធߦⓥ⎇ߩᔃℂ߿⍮ޔߪߺ⹜ߩࠄࠇߎޕࠆ

⍮ߡߟߦޠ論ޟޔߡߞߚߦࠆߓ⍮⼂ࠍᒛޔߒ㨯㨯㨯㨯㨯日ߩ␠会㗴ߦᔕ↪ࠆߔ㨯㨯㨯㨯㨯㨯

ᣇㅜࠍតߩߣޠࠆ⺖㗴ޟ߁ߎߎޕࠆߌ⸳ࠍ⍮ޔߪߣޠCole & Scribner[1974]ޔߣࠆࠃߦ

 ޕࠆߢߣߎߩޠ⍮ⷡߣᕁ⠨ޟ
Cole & Scribner[1974]ࠍ࠭ࠖ࠺࠲ࠬ࡞ࡘ࠴࡞ࠞࠬࡠࠢࠆࠁࠊޔߪ⎇ⓥⷰߣኤߩ႐

ࠇߘޔߪᢥ化ߩޘ⻉ᯏ᭴ޟޔߣࠆࠃߦࠄᓐޕ߁ߎ⡞ࠍ⸒ߩࠄᓐޕࠆߡ進ࠍ論⼏ޔߡߒߦ

㆐⊑ߦߚߩવ㆐ߩᛛ⢻ߔߥߎࠍౕ߿⼂⍮ޔ߆ߣ࠻ࡄߩౕ㘃ߟ߽߇ࠇߙ

ޔߪߦߎߎޕ㧔Cole & Scribner[1974]㧕ޠ߁ࠈߢࠆߡߞ㆑ߢ㕙ߩ会⊛⻉ᐲ␠ߚ߈ߡߖߐ

ᢥ化ࠆࠃߦ⍮⼂߿ౕ߹ߩޘੱߪߚ↢ᵴߩ進化ࠆߥ⇣ߩߎޕࠆ߇⺆‛ߩᢥ化Ყセⷰߩὐ

ߪ経済ࠆࠇߐᒻᚑߢㆊ⒟ߩߘ߿߹ࠆ߰ߩੱߩߢਛߩᢥ化ߩ৻නޔߡߞࠃߦⓥ⎇ߩࠄ߆
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 ޕ߆߁ࠈߛߩࠆߌឬߡߒߣߩ߽ߥ߁ࠃߩߤ
߹ޔࠅߢᇦߩ႐วࠆᓧࠍ࠲࠺ߥ߹ߑ߹ߐࠆߔ㑐ߦ⍮ߣᢥ化߇ߜߚ⑳ޔߪ⺆⸒ޟ

 & 㧔Coleޠࠆߢቯⷐ࿃ߥᦨ߽㊀ⷐߩᕁ⠨ㆊ⒟ߩ㑆ੱޔ߫ࠇࠃߦℂ論ߩߟߊߚ
Scribner[1974]㧕ޕవߦ⸒ޟ߇⺆⸒ޔߚߒౕߩ߈ߣ߁⸒ߣޠ㨬ౕ㨭ߩᗧߩ㗴ޕࠆߢ 

ߚ߃⠨ޜ߿ޛߩ߽ߚߒ⍮ⷡߩಽ⥄߇ߜߚ⑳ߪߩ߽߁ߣ⺆⸒ޔ߇⠪ߩ大ㇱಽߩߜߚ⑳ޟ

ߔࠅߚߣ߹ࠅߚߒࠍᕁ⠨ߪ⺆⸒ޟޔᣇઁޕޠࠆߡ߃⠨ߣࠆߢᚻᲑࠆߔࠍߩ߽

ઍߩߘޔࠅ߽߃⠨߁ߣޠࠆߢ㍌ဳࠆߊߠᒻࠍᕁ⠨ߩߜߚ⑳ޔߊߥߪߢߩߥᚻᲑࠆ

ߣޔࠆߢࡈࠜ࠙߇ Cole & Scribner[1974]ߪㅀޔࠄ߆ߎߎޕࠆߴᓟ⠪ߦ㑐ߣ⺆⸒ޟޔߡߒ

ᔨ⊛ᕁ⠨߇ࠄߜߤߪߣవ߁ߣޠ߆㗴ޟޔߪࠇߎޕࠆߊߡߢ߇ᱧผ⊛߽ߡߺߦᔃℂ学ߩ

ਛߢᦨ߽ᄙߩߊ論ߛࠎ↢ࠍ㗴ߚ߹ޔߒߚߞߢߟߣ߭ߩ日ޕޠࠆߢ߁ߘ߽ߡ߅ߦ 
ታߩ⇇ޔߪ࠲࠺ߩߡߟߦ⛔⸘学ޔߊߥߪߢߌߛ␠会学ߡߒߣߓߪࠍᄙߩߊ⎇

ⓥޕࠆࠇࠄ↪ߦᧄ┨ߢขࠅࠆࠇࠄߍᢥ化ߣ⍮ⷰߩὐޔߪࠄ߆వߚߍߦ⍮ⷡߦ㑐ㅪ

ߘޔ᥉ㅢޔ߈ߣ߁ࠍ߫ߣߎ߁ߣ⍮ⷡ߇ߜߚᔃℂ学⠪ޟޕࠆߥߦὶὐ߇࠲࠺ᗵⷡޔߡߒ

ߡߒᜰࠍߣߎߩࠬࡠࡊࠆߔ㛎ޔߒ化❰⚵ࠍᖱႎߟ߽ࠍḮߥ⊛ᗵⷡޟߡߒߣਥߪࠇ

නߪ⍮ⷡޔߡߞߢߩࠆߡࠇ߹߇⢻േ⊛ᠲࠆߔኻߦᖱႎߪߦ⍮ⷡޔߚ߹ߪࠄᓐޕࠆ

㘃学ੱޔߒ߆ߒޕࠆߡߒ⺞ᒝߦㅢࠍߣߎߥߪߢޢធ⊛ᮨ౮⋤ޡߥ⊛ฃኈߩ⇇ᄖࠆߥ

⠪ߪߜߚੱߩ⥸৻߿⍮ⷡߣߞ߽ࠍ߫ߣߎ߁ߣᐢᗧߢ߁ะޔࠅ߇ᗵⷡߩ࠲࠺

⚵❱化߁ߣᗧ߿ⷰ↢ੱޔߕࠄ߹ߤߣߦ⇇ⷰߪࠆޔ⽎ߚߞߣߚ߆ߒߩ㉼⸂ߩ

 ޕޠࠆߡߞߡߒߣߩ߽ࠆߔᗧ߽ߢ߹ߩ߽
ޔ߆ߩ߽ߥ⊛ᓧ↢ߪ㧕ߤߥ⍮ⷡߩߣ࿑ޔᕡᏱᕈߩᕈ⾰㧔⍮ⷡߥ⊛ၮᧄޟߩޠ⍮ⷡޟ 

ߣޔࠆ߇論ߩޠ⺑経㛎ޟኻޠ⺑ᓧ↢ޟ߁ߣޠ߆ࠆࠇࠄᓧߡߞࠃߦ⊛経㛎ߪࠆ Cole & 
Scribner[1974]ߪㅀࡦࠖ࠙࠳ޟޔߚ߹ޕࠆߴ߈ᓟᤨߩઍߊߒ╬ޔߩ㑐ᔃߚࠇߚ߽߇㗴

ޕޠߚߞߢ㗴ߩน⢻ᕈߩ߆߁ߤ߆ࠆ߈ߢ⊑߆ߡߟߦ進化ߩ⊛⢻ജ♖ߩ㑆ੱޔߪ

 ޕࠆߢ㗴ߩޠ進化ߩᔃޟߩઍޔ߇ࠇߎ
㆐ᔃ⊑ߩᦨㄭ߿⍮⊛⊒㆐ߩሶଏޔߪޠᯏ⢻⊛ዻᕈޟߣޠၮḰዻᕈޟࠆߴㅀߩ࠽࡞ࡉ

ℂ学ߦࡑ࠹ߩ㑐ㅪޔߣࠆࠃߦ࠽࡞ࡉޕࠆߔᔨ⊒㆐ޔߪߩ߁ߣሶଏߣߏߩ߽ޔ߇

ߩ߽ߔ␜ࠍࡦ࠲ࡄࠆߔ↪ࠍᓽ․ߩ⇇ᄖޔߩ㓙ࠆߔᢿ್ࠍ߆ࠆߡૃߢὐߥ߁ࠃߩߤ߇

 & ColeޕࠆߢၮḰዻᕈ߇ᓽ․ߩߘޕࠆߔ↪ࠍᓽ․ߩ⇇ᄖߦ㓙ߩߘޕࠆߢ
Scribner[1974]ߩࠞࡔࠕޔߪሶଏޔ⦡ޔߡ߭ࠍࠬࠤߩߜߚ大ޔߐ߈ᒻޔ⟎ߩߤߥ⍮

ⷡߩ․ᕈޕࠆߔߣᰴޟޔߦᯏ⢻⊛ዻᕈޔߪߣޠሶଏ߇ߜߚ⍮⊛ߥ⊒㆐ߚߒ߁ߎޔߦ߽ߣߣ

ᒻߩ⍮ⷡఝᕈߦࠍࠇ๔ޔߍ㨬ߪߩ߽ߩࠇߘߥࠎߤߢߩ߽ߩࠄࠇߘߪੱޔ߆ߩࠆ߈ߢ߇

ޔߦࠄߐޕࠆߢၮḰߩߘޔࠆߥߦ߁ࠃ߁ߥߎ߅ࠍಽ㘃ᠲߡߠၮߦޔ߆ߩࠆ߈ߢ߇ߣߎ

ሶଏޔߪᰴ第ޔߦㅢࠬࠢߩฬ㧔㘃ߩฬ೨㧕ߦߣ߽ߩ‛ߔࠍߌࠊࡊ࡞ࠣߡߣ߹ࠍ

 ޕߊߡߞߥߦ߁ࠃࠆ
ߢಽ㘃ߥ⊛⍮ⷡߢ⊛ౕߪಽ㘃ߊߠၮߦࠇߘޔࠅߢዻᕈߥ⊛ౕߪޠၮḰ⊛ዻᕈޟ 

ޕࠆߢಽ㘃ߥ⊛⽎ߪಽ㘃ߊߠၮߦࠇߘޔࠅߢዻᕈߥ⊛⽎ߪޠዻᕈߥ⊛ᯏ⢻ޟޕࠆ
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ࠆ߈ߢᕁ⠨߽ߥ⊛⽎ޔߊߥߪߢߌߛᕁ⠨ߥ⊛ౕޔߪߜߚሶଏޔߡߒ߁ߎޔࠃߖߦࠇߕ

 ޕࠆߢߩߊߡߞߥߦ大ੱߦ⊛⍮ߣᰴ第ޔࠅߥߦ߁ࠃ
ᰴޔߦ学⠌ߣ⍮ⷡߩ㗴ߡߟߦㅀߩߩ߽ࠆޟޕ߁ࠃߴ学⠌߿⍮ⷡࠆߎ߅ߡߒߦ߆߇

ឭߦⵍ㛎⠪ߩߘޔߊߥߢࠅ߆߫ࠆߡߒଐሽߦ経㛎ߩㆊߩⵍ㛎⠪ߦනޔߪ㗴߁ߣ߆

႐วߩߎޕࠆߢߩࠆߡߒଐሽߦߣߎ߁ߣޔ߆ࠆߢߩ߽ࠆ᳞ࠍ߇㗴⺖ߚࠇߐ␜

⁁ߩઁߒ߆ߒޔ߇ࠆ߈ߢᗐ੍ࠍᥧ⸥学⠌ߥ⚐නࠆࠃߦⵍ㛎⠪ࠆߪߢᴫ⁁ࠆޔߪߜߚ⑳

ᴫߩઁޔⵍ㛎⠪߽ߢห੍ߓᗐߩࠞࡔࠕޕߥߪߢߩ߽߁ߣߟ┙߇学┬ߪන⚐ߥ㗴ߦ

ኻ߽߃ߐߡߒᥧ⸥⊛ࠬࠍࠫ࠹࠻᫈߁߹ߒߡߒะઁޔ߇ࠆ߇ᣇߩࠕࡌޔ年

ዋߩਇዞ学ఽߩߘߒ߽ޔߪ㗴ߩ᧦ઙߩࠫ࠹࠻ࠬ߇↪ࠍ㔍ߥ߇ߣߎࠆ߉ߔߒߊߒ

 & 㧔Coleޠޕࠆߡߞ߽ࠍะࠆߔߣ߁ࠃߒᜬ⛽ࠍࠫ࠹࠻ࠬ⊛⸤ᥧޔ߫ࠇߌ

Scribner㧕 
ᢥ化ߩ経済ޔߪ࠭ࠖ࠺࠲ࠬ࡞ࡘ࠴࡞ࠞࠬࡠࠢޕ߆߁ࠈߛߩࠆߡߓ論ࠍߪ▵ߩߎ 

⊛⎇ⓥߦ߆㑐ㅪߩߎޕ߆߁ࠈߛߩࠆ߇ᒁ↪ߦ㑐ޔߣ߁ߡߒԘ学⠌⍮ߣԙ⁁ᴫޔ

ߎߎޕࠆߡࠇࠄߓ論߇㑐ㅪᕈߩ㧕߆߁ߤ߆⸤ᥧߥ⚐㧔නࠫ࠹࠻ࠬߩԚ学⠌ߡߒߘ

⠪ߥߢ߁ߘߣ⠪ࠆߡߌฃࠍᱜⷙᢎ⢒ߥ⊛ޔߩࠕࡌߣࠞࡔࠕޔߪߦ⊛ធ⋤ߪߢ

 ޕࠆߡࠇࠊߥߎ߅߇Ყセߚߒߦⵍ㛎⠪ࠍ
ࠎ進߇⒟ᐲᎿᬺ化ࠆԘޔߪߩࠆࠇߐࠄߚ߽ߡߞࠃߦ࠭ࠖ࠺࠲ࠬ࡞ࡘ࠴࡞ࠞࠬࡠࠢ 

ߩޔᧂዞ学⠪ߩ会␠ᬺ↥ޔ߆⠪ߩԙᧂ㐿␠会ޔߣ⠪ࠆߡߌฃࠍᱜⷙᢎ⢒ߥ⊛ߢ会␠ߛ

Ყセޕࠆߢᢥ化ੱ㘃学ޔߪᓟ⠪ߩਛޔߦ⍮⢻߁ߣὐߢఝޕ߁ߣࠆ߇ߩ߽ࠆߡࠇ

㑐ߦޔⴕേߩ⍮ߣ⍮⼂₪ᓧߩⴕὑ⠪ߩౝᄖߩડᬺޔ߁ᕁߣߚࠅ⍮߇ࠇࠊࠇࠊޔߪࠇߎ

ߦ㗴ߩ᭴ㅧ化ߩⴕേߩⴕὑ⠪ߚߓㅢࠍࠄࠇߘޔߚ߹ޕ߆߁ࠈߛߩࠆߡߍ๔ࠍߡߒ

 ޕ߆߁ࠈߛߩࠆߔໂ␜ࠍ
ઁᣇޔಽ㘃ⴕേߦࠇߘޔߣኻࠆߔ⺖㗴ౝኈߩᓇ㗀߇論ޔߪࠇߎޕࠆࠇࠄߓ↢ᘒ学⊛⚵❱

ℂ論ߣ⟲⊛経済⚵❱ߩ⎇ⓥߪߦಽ㘃ߩᗧߜ┙ߦߚߞ⠨ኤ߇ᔅⷐߎ߁ߣޔࠆߢ

 ޕࠆߢ㊀ⷐߪⓥ⎇ߩߎޔߢὐߩߘޕࠆ߇㑐ㅪᕈߣߣ
ޔߣࠆ߃ᦧߺ⺒ߦ႐ᚲࠆߢࠎ進߇化ᬺ↥ߦ߁ࠃߩ日ᧄޔࠍߣߎࠆߡࠇࠄߓ論ߢߎߎ 

↥ᬺ化ߩ経済ㆊ⒟߿▤ℂㆊ⒟ߡ߅ߦ߇⠨ߥ߁ࠃߩߤޔࠇࠄ߃⺖㗴߇⸳ቯߦࠇߘޔࠇߐ

ኻߥ߁ࠃߩߤߡߒធㄭ߇࿑ߩࠄࠇߎޕࠆߢߣߎ߁ߣޔ߆ࠆࠇࠄὐࠍᢝⴖޔߣࠆߔⴕὑ

ਥߣⅣႺߩ㑐ଥ߇ޕࠆࠇ 
 
㧝㧝㧚ᢥ化ߣⅣႺ 
 ⅣႺߪ経済ߩ進化ߦ㑐ㅪޔߢߎߘޕࠆߡߒ進化ޔߪߩߔߛߺ↢ࠍⶄᮨޔ߆୮ߘޔ߆

ߦޔ߆ߪߣ進化ߪࠆޔ߆ߪߣⅣႺޔߪߩߎޕࠆߓ↢߇ߩޔ߆⊑ഃ߽ߣࠇ

߽㑐ㅪࠆߔޔߪ❰⚵ޕ߁ࠈߢੱߩߡߒߣⴕὑਥޔߡߞߣߦⅣႺࠍᒻᚑޕࠆߔᢥ

化ߩߘߪᗧߩߢⅣႺޕࠆ߽ߢශ㧔ⴚ㧕ߪᖱႎࠍᱜ⏕ߟ߆ή㒢ߦᓳน⢻ߦ㊂↥ޕࠆߔ

ߢᩭᔃߩᯏ᪾ߚ߈ߡߒᡰ㈩ࠍ⇇ߩޘᚒޔ᧪ᛛⴚએߩࠢ࡞ࡌࡦ࠹ࠣޔߪᓳน⢻ᕈޟ
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 ޕޠࠆ
 経済ᵴേޔߪ経済ߩ⇇ߢቢ⚿⊛߫ࠊޔߊߥߪߢߩࠆࠇࠊߥߎ߅ߦ␠会⊛ㆊ⒟ࠖࡈߦ

ᢥ化⊛ㆊߩ経済ޔߪࠢ࠶ࡃ࠼ࠖࡈߩ会⊛ㆊ⒟߳␠ߩߎޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆࠇߐࠢ࠶ࡃ࠼

⒟ߩࠄࠇߎޕࠆ߽ߢㆊ⒟߇進化⊛ޟޔߪߩࠆߢᢥ化ߛߚߪනߩੱߦ㗡ߩੱઁࠄ߆㗡߳⒖

േޟޔߊߥߪߢߩ߽ޠࠆߔᢥ化ߩㆡᔕޟޔߪޠઍࠆߚࠊߦẋ進⊛ߢ⚥Ⓧ⊛ߥㆡᔕࠍน⢻

 & Boydޔߚ߹ޕ㧔Boyd & Richerson[2000]㧕ࠆߢࠄ߆ࠆߡߞ߽ࠍᓽ․߁ߣޠࠆߔߦ
Richerson[2000]ޟޔ߫ࠇࠃߦേ‛ߩ␠会⊛学⠌ߩ⎇ⓥ⠪ޔߪ年ዋ߇年㐳ߩⴕേࠍ

ⷰኤߢߣߎࠆߔᣂߒⴕേࠍりⷰࠆߌߟߦኤ学⠌ⷰޔߣኤ学⠌ߢߒߥหߦ߁ࠃߓⴕേߩ⛮

⛯ᕈߩઁߔࠄߚ߽ࠍ␠会⊛学⠌ࠍߣࡓ࠭࠾ࠞࡔޕ߁ߣޔޠࠆߔᓟ⠪ޟ߇ߟߣ߭ߩዪᚲ

⊛ᒝ⺞ޟࠄࠇߎޔޠߢዪᚲ⊛ᒝ⺞ⷰߣኤ学⠌ޔߪ集࿅㑆ࠆߌ߅ߦⴕേߥ⊛⛯⛮ߩ㆑ߚ߽ࠍ

 㧔Boydޠࠆߢߌߛኤ学⠌ⷰߪߩߔࠄߚ߽ࠍᢥ化ᄌኈߥ⊛Ⓧ⚥ޔ߇ࠆߡૃߢὐ߁ߣߔࠄ
& Richerson[2000]㧕ⷰޟߩߎޕኤ学⠌߇ޠᚑ┙ޟޔߪߦࠆߔ․ߥᔃℂ߇ࡓ࠭࠾ࠞࡔᔅⷐޠ

ߥ߈ߢߪ୮ᮨ߆ߒߦߩ߽ߟᜬࠍ࡞࠺ࡕ࡞࠲ࡦࡔޔߪ⸂ℂߥ߁ࠃߩߎޕࠆߢ߁ࠃࠆࠇߐߣ

⊛ޔߪᢥ化⊛進化ߩߎޔߚ߹ޕࠆߢࠄ߇ߣߎࠆߔㅢᐩߣ⍮ߩ⍮ᔃℂ学߁ߣ

ⷰࠍ集ว⊛ㆊ⒟ޔߪߦࠆߔ化࡞࠺ࡕࠍ進化ㆊ⒟ޔߢߎߘޕࠆߢㆊ⒟ߥ⊛集วޔߊߥߪߢ

ኤࠆߔᔅⷐޟޕࠆ߇ㆡᔕ⊛ߥⶄ㔀ᕈޜߩޛ⚥Ⓧ⊛進化ޟޔߪޠ集࿅ߩ࡞ࡌㆬᛯㆊ⒟ࠍㅢ

ߩߢ࡞ࡌੱޔߪߦ࡞࠺ࡕ進化ߩ会⊛ᐲ␠ߩᦨㄭޟޔߦห᭽ߚ߹ޕޠࠆߎߦᕆㅦߡߒ

ᢥ化વ㆐ߪሽޕߥߒੱߪන⚐ߥ⹜ⴕ㍲⺋学⠌ߩ߅ߩ߅ޔߡߞࠃߦ␠会⊛ⅣႺߦᦨ߽

ㆡߚߒᔕࠍ₪ᓧޔ߇ࠆߔ␠会⊛⋧↪ߩ᭴ㅧ߇集࿅ߩߢ࡞ࡌᜬ⛯⊛ߢㆮવ⊛ߥᄙ᭽

ᕈࠍޠࠆ㧔Boyd & Richerson[2000]㧕ޕ 
߿ߩᨐႎ๔ᖱႎ⚿߿ᗧᕁቯᖱႎߩㇱਅߣมޔߡߞᚯߦ㓏ጀߩ❰⚵߿ડᬺޔߢߎߎ 

ᄖߣౝㇱߩᗧᔒቯᓟޔ߿Ꮧ㉼化ߩᖱႎࠆ߁ߓ↢ߢਛߩࠅߣࠅ߿ޕ߁ࠃߺߡ߃⠨ࠍࠅߣࠅ

ㇱߩ⁁ᴫߩᄌ化ޔߪ日ᧄޔߪߢㅢᏱࠅ❰ޟޔㄟߺ済߁ߣ߆߁ߤ߆ޠߺὐޔࠄ߆ᓟ⊛ߦᬌ

㆑㘩ߩ㑆ߩߣᴫ⁁ߩታ㓙ߣᗐቯߩ೨ࠆ߁ߓ↢ޔߪߢࠅ㒢ߩߘޕߥࠇߒ߽߆ࠆࠇߐ⸛

߃ਈࠍᓇ㗀ߦߤߥ⋉᭴ㅧ߇ᨐ⚿ߩߘޔ߇ߥࠇߒ߽߆ࠆߦኈ▸࿐⸵ޔ⒟ᐲࠆޔߪ

ߥ࡞ࠞ࠾ࠢ࠹ߩᗧᕁቯޔߡߒߘޕߥࠇߒ߽߆ࠆߥߦᢿ್ߩߚ߹ޔߪߦ႐วߥ߁ࠃࠆ

ᰴరߩ㗴ޔ߽ࠅࠃ߁ߣᚢ⇛⊛ᗧᕁቯࠍᢥ化⊛ߦᡰࠆ߃ᰴరߩ㗴ޔ߇ߣߎࠆࠇࠊ

 ޕߥࠇߒ߽߆ࠆߥߦ
ࠆߔ㉼⸂ࠅขߌฃࠍࠇߘߣߣߎࠆߔ⊑ࠍޔߪߢࠇߘޕࠆߢ㗴⺖ߚࠇࠄ߃ਈ߇ࠇߎ 

ޔߦߣߎᷓ⥝ޔߪSperber & Wilson[1995]ޕ߆߁ࠈߛߩࠆߤߚࠍㆊ⒟ߥ߁ࠃߩߤߪߣߎ

ᰴߦ߁ࠃߩㅀޟޕࠆߴᜰߩ⪲⸒ࠆࠁࠄޔߪᗧޔߡ߅ߦෳട⠪ࠄ߆ෳട⠪߳ࡇࠦޡߣ

ࠇߐ୮ᮨ߇ᜰޔࠄ߆ߛߩ߽ࠆ߈ߢ୮ᮨ߇ߌߛߩ߽ࠆ߈ߢ⍮ⷡޕߥߪߢߩ߽ࠆࠇߐޢ

ࠄߥ߫ࠇߌߥߒផ᷹ࠍࠇߘޔ߫ࠇࠇࠄ߃ਈߢᒻߥߢ⊛␜߇ᜰޕߥ߃ࠅߪߣߎࠆ

ޠߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ⸂ℂߡߖࠊวߺ⚵ࠍផ᷹ߣ⺒⸂ޔߪ߈ߣߚࠇࠄ߃ਈߢญ㗡ޕߥ

㧔Sperber & Wilson[1995]㧦ޔߒߛߚSperber[2000]ࠆࠃߦⷐ⚂㧕ޟޕផ論ߩࠄߜߤߪ႐วߢ

ߎࠆߔ㑐ㅪߦᏫዻߩᗧ࿑ߪ⢻ജߩࠄࠇߘޕࠆߔ↪ࠍ⢻ജߥ߹ߑ߹ߐߥ⊛⇣․ߦ㗔ၞޔ߽
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ߔߚᨐࠍᓎഀߥ߁ࠃߩߤ߇࿑ᒻߥ⊛㨯㨯㨯㨯㨯ⷙೣޔ߿⟎㈩߿ᗧ࿑ߥ⊛⥸৻ߩ㑆ੱޔ߫ࠇ߽ߣ

ࠆߡߓ↢ࠄ߆ࡇࠦޔߪᮡḰ化ߩᜰࠅ߹ߟޕࠆ߽ߣߎࠆߔ㑐ㅪߦ⼂⍮ࠆߔ㑐ߦ߆ߩ

✜৻ߣᖱႎࠆߡࠇߐ↪ߢౝࡓ࠹ࠬࠪߦߢߔޔ߇ᖱႎߚࠇࠄ߃ਈࠄ߆ೝỗޕߥߪߢߩ

⒟ᐲߪࡇࠦߣ⊑⺃ޔߪߢ⇇ᢥ化⊛ߦߊߣޔ⇇ߩታ̳ޕࠆߢߩࠆߓ↢ߢߣߎࠆߥߦ

⊑⺃ߦᢥ化⊛ೝỗޕࠆߢߩࠆߡߟ߮⚿ߦታ㓙ߚ߹ޔߒࠆ߁߈ߟ߮⚿߇ߛࠈࠈߪ

ࠞࡔߩࠄࠇߘޕࠆߢ⢻ജߣࡓ࠭࠾ࠞࡔߩ⠌ᓧߥ⊛⇣․㗔ၞࠇ߆ߥዋࠇ߆ᄙޔߪߩࠆࠇߐ

 㧔Sperber[2000]㧕ޠޕࠆࠇ߇ߟߌฃߦ⊛ᢥ化ߪㇱ৻ߚ߹ޔߦ⊛ㆮવߪㇱ৻ߩࡓ࠭࠾
 
㧝㧞㧚ߡ߃߆ߦ߮ߔ 
 ᧄႎ๔ࠍනࠆߥዷᦸ論ᢥޔߦߚߥߒߦᦨᓟߩ⥄⁛ߦ⎇ⓥ߇ᔅⷐࠄߊߚ߹ޔࠅߢ

ߡ߃ߦ߆ࠆߪࠍ⚕ߚࠇࠄ߃ਈޔߣࠆߓߪߴㅀࠍࠇߘޔ߇ߥߪߣߎߥ⹜論߽ߩ߆

 ޕߥ߆ߒߟ߹ࠍᯏ会ߩޕ߁߹ߒ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㧖Second edition.  
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 .ࠆߡߒ␜

ޔੱߊߥߪߢߌࠊࠆߔ⺞ᒝࠍഃㅧᕈޔ↱⥄ޔߒߛߚ  㑆߇ሽࠆߔ⇇ߪ

᭴ㅧ化ߚࠇߐⓨ㑆ߡߒߣᚑ┙ߩߘߒਛߢⴕേㆬᛯ߇↱⥄ߩሽࠆߔ⇇

᭴ᚑⓨ㑆ߥ⊛㨬ੱᎿߩߎޔߡߒߘ㨫ߥ߉ߔߦࠆߡߞ⸒ࠍߥࠄߥઁߦ



(ੱᎿ⊛ߥ᭴▽‛)ߩౝㇱ(⥄↱ߩᄤ)ߪੱߦߺಽࠆߔߣࠆߡߌ. 

ߒߦ␆ၮࠍ会᭴ㅧ-ᢥ᭴ㅧ␠ߥ⊛ᘒ学↢ޔᣇะߚߒ␜ߩ᪢ޔߪࠇߎ 

 㨫ࠆߡ߃឵⚵ࠍᢥ論ߩࠄᵏ੫ࠄ߇ߥ

 ᭴▽ߚࠇߐⓨ㑆ߪߣޔߪࠇߘ.߆ⴕὑ߿ᕁ⠨߿ᛛⴚ(⸒⺆ޔᐲޔ‛)

ߩᔕࠆߔኻߦࠇߘߣⴕേߩ⟵ᐢߪࠄࠇߎ㨫ࠆߢ♽ߩᔕࠆߔኻߦ

ޔേ‛ⴕേᬀޔߪ㨫↢ᘒ学⊛ⅣႺࠆ߃⸒ߣ♽ ኒ߿ᐲⷺߩ⪲߿ⴕേ(ᚑ㐳ߩ‛

ᐲ߁ߥ߽ߣߦ日శࠍฃߣ₸⏕ࠆߌశวᚑ)ߦኻߩઁࠆߔേᬀ‛߿ℂ⊛Ⅳ

Ⴚߩᔕ⁁ᴫߣቯ⟵ߢߎߎޔ߈ߢቯ⟵ߚߒ␠会⊛ⓨ㑆ߩߎߪ↢ᘒ学⊛ⅣႺޔ

化学ᔕ⊛ߥⅣႺߣห╬ࠆߢ㨫 

 ␠会ߪߣⴕὑޔߣⴕὑ߳ߩኻᔕ↢߇ⴕേߩ⚿ᨐߩ集Ⓧߩߎ.ࠆߢ᭽

ߩⴕേߩߢ᭴▽‛ౝㇱߕߥࠄߥઁߦⅣႺߥ⊛ᘒ学↢ߪᨐ⚿ߩߘߣⴕὑߥ

ㆬᛯࠆߥߣ↱⥄ߪ㨫ᧄ論ߩߎߪߢ᭴▽‛ߩਛߩߢⴕὑ߇↱⥄ߩᧂ㐿ߦ㑐

ଥࠆߔ㨫 

ಽߊߥߪߢߩ߽ߊߟࠅ߮ߎߦ日ᧄᢥߪᔨ߁⸒ߣᱺ᳃↱⥄ߦ᭽ߩߎ 

ᨆⷞὐߥ߉ߔߦ㨫�

ⷐ�

 第1ㇱߢ᪢ℂ論ޔߦߣ߽ࠍߩᢥߢᤃ�ᚢ߇ᢥߩၮゲࠆߥߣ

፲એߩṼ⍾ߚߒ␜ߩ᪢ߡߒߣℂ論ߥ⊛ᘒ学↢ޔߪߢߎߘ㨫ߚߒ␜ࠍߣߎ

ᄖߦᴡ߿ᶏ߿ጊࠆࠃߦၞߩಽᢿߣⶄ㔀ᕈ߇ᢥߩᕈᩰߦ․ᓽ߃ߚࠍ

ߎ߇ᢥߩᦨೋߢᏪߚߞߢ߇᳇ߥᥦ᷷ߩධߣᏪ῎ੇޔߦ․㨫ࠆ

ࠃߦᶏߚ߹ޔߩߢᏪ῎ੇޔߦએᄖߥන◲߇ࠆߡ⢒ࠍ‛ᬀߪࠇߎ㨫ࠆ

ࠅ߇⚖ੱ㓏ߦᩮᧄߩᢥߚߩߎ㨫ࠆߡߒᓇ㗀߇ߥኈᤃ߇ᤃࠆ

ㄟߺ⍾Ṽߩ፲ߦኻࠆߔᱞੱߩᓎഀߣߦ㊀ⷐߥᕈᩰࠆ߃ߚࠍ㨫ߜࠊߥߔ

ᐢⷞ㊁ߣᚢ㑵⊛ߥᕈᩰࠆߢ㨫એޔ߇第1ㇱߩ⚿論ߚߞߢ㨫 

第ߩࡄ࠶ࡠ࡛߿日ᧄࠄ߆ᘒ学㩝㩍㩨㩣↢ߩ᪢ߪߢ⿷ߩߎ  1 ၞߪߢ

ᧂ㐿ߩሽࠆߔ⁁ᘒߢᢥ߇ޔߚߚߞߎฎઍߣ㊁ⱄᷙߩ߇ߞߎ

⊛ᱧผ߽ߒߕᔅߢ1ᰴㄭૃࠆߥනߪᱺ᳃ᢥ↱⥄߁ߢߎߎ㨫ߔ␜ࠍߚ

㨫日ᧄߥߪߢ⸶ࠆߡߒࠍ論⼏ߥ෩ኒߡ߃߹〯ࠍᢱ⾗ߥ⊛᳃ᣖ学ߚ߹ߥ

߹〯ࠍታߥ⊛ᱧผ߿ࠅࠊ㑐ߩߣോ⟵߿↱⥄ߣ᳁ᣖߩߢࡄ࠶ࡠ࡛߿

ࠊᄌࠅߥ߆ߪ⋦᭽ߩ論⼏ࠅࠃߦᱜୃߩߎ㨫ߚߒߦߔ␜ߢᓟߪ㩝㩍㩨㩣ߚ߃

ᱜୃߪ߃⠨߁ߣ┙⁛ߣ↱⥄ߣ㐿ნߩᧂ㐿ߜࠊߥߔ߃⠨ߥ⊛ᩮᧄ߇ࠆ

ߢߎߎߒߛߚ㨫ߥߪߢ⸶ࠆࠊᄌߢ߹ᚲߥ⊛ᩮᧄߩᣇ߃⠨ߒ߆ߒޕࠆࠇߐ

 㨫ߚߒߣ߈⟎೨ࠍࠆߢ┵ᭂࠅߢᰴㄭૃ৻ޔߪ論⼏ߩ

⚐☴ᮭജ�

 ⥄↱᳃ߩᱺ᳃ߡߒߣ日ᧄߩᢥߪᆎ߹ߚߞ㨫߇ࠇߎᗧߪߩ߽ࠆߔ日ᧄ

ᢥߩᱧผ⊛ዷ㐿߇ᐢ大ߥᧂ㐿ߩᐢࠆ߇大ߦ⥄↱ᱺ᳃߇ዷ㐿ߚࠇߐ

ߞᜬࠍᗧߥ⊛ቯߡ߅ߦᱧผߩᓟߩߘߪᕈ․ߩߎޕࠆߢߣߎ߁⸒ߣ

ߥߪ⸽ߩធ⋤߆ߚࠇߐᒻᚑߦ߁ࠃߩߤ߇ᕈᩰߩߡߒߣ㨫⥄↱ᱺ᳃ߚߡ

߹ᓟߣߞߕߡ߅ߦ日ᧄผߪ㨫ᧂ㐿ߊߡߒផቯࠄ߆⸽றߩ߆ߟᐞ߇

 㨫ߊߡߒⷙቯࠍᱧผዷ㐿ࠅᱷߢ

 ᒎ↢ࠄ߆ฎზᤨઍએ㒠ߩ␠会߁ߣ߆ߩߥߩ߽ߥ߁ࠃߩߤߪ㗴ߪᱧ

ผࠍਅߚߞ大化ߩᡷᣂ೨ᓟࠆߔ┙⏕ߦฎઍ₺ᮭߩ᭴ㅧߩߤ᭽ߞߛߩ߽ߥ

ߒ㔌⣕ࠄ߆หߪᮭ₺ฎઍߩߎޕࠆ߈ߢ⒟ᐲផ᷹ࠆߢߣߎ߁⸒ߣ߆ߚ

߽ࠆߔߦน⢻ࠍੱ⊛㑐ଥߊዉࠍኽᑪߩᓟޔࠅߢജᮭ☴⚐ߥ⊛ᯏ⢻ߚ

 㨫ߚߞߢߩ

ᒎߣ߽ߣ߽ߪߩࠆࠇߐ⎕უߦන◲ࠅࠃߦജᮭ߇᳁ᣖหߥ߁ࠃߩߎ 

↢ᤨઍߩ᳁ᣖ߇రޘᒙࠍߣߎߚߞ߆ᗧߩߎޕࠆߡߒ㗴߮ౣߪᓟߢ

⺑ߊࠄ߫ߒޕࠆߔ⚐☴ᮭജߡߟߦ⠨ޕߚ߈↢ߡ߃ 

第ߪߣജᮭ☴⚐ߩߎ  1 ฎઍߩ⥌৻⑂ߩએ೨ࠇߘߡߒߣਛᔃࠍᱞജߦ

ᮭജ߁߇ߜߪߣᕈᩰࠍᜬߟ㨫ታޔ大化ߩᡷᣂߪ⊖済ߩṌࠅࠃߦ大㒽߆

ߐ␜߇ࠆ߇ᓽ․ߦὐ߁⸒ߣࠆขࠍᴦᯏ᭴⛔ߩᱞജဳࠇᕟࠍଚߩࠄ

 㨫ࠆߡࠇ

ߦ⊛⾰ᧄޔᕈᩰߩᱞജޔߒߣਛᔃࠍᱞജߪᓽ․ߩജᮭ☴⚐ߥ߁ࠃߩߎ 

ᯏ⢻⊛ᮭ߽߆ߒޔߢߩ߽ߥജߪᱞੱߊߥߪߢ⾆ᣖߚߡߞី߇㨫ߚߩߘ

ߒ┙⁛ߕ߆ઃ߮⚿߽ߦࠇߕੱޔㄘ᳃(ᣇ⽕ᣖ)ޔቬᢎ(ᢎ)ޔᱞੱߦ

 㨫ࠆߥߣജᮭߚ

ਛߡ߅ߦᱧผߩ日ᧄߩᓟߩߘߢਅߩቯ߁⸒ߣ┙ᚑߩജᮭ☴⚐ߩߎ 

ᔃࠆߥߣኽᑪߦ߆߇ᚑ┙ߒዷ㐿ࠍ߆ߚߞߡߒ⸃ࠆߔᔅⷐࠆ߇㨫

ኽᑪߚߒ┙⁛ߪߣੱ߇⚐☴ᮭജ߳⥄Ꮖߩᗧࠍㅢߩߚߔࠍតࠆ

ߒࠍ㐿ნߩᧂ㐿ߪߦ␆ၮߩߎޕࠆߢ論⚿ߩޘᚒ߇ߩ߁⸒ߣߚࠇ߹߁ᤨ

 㨫ࠆߔሽ߇ㆊ⒟ࠆࠇߐ化❰⚵߇ㄘ᳃ߡߒߣਛᔃࠍ㐿ნ㗔ਥ߁⸒ߣᱞ჻ߚ

ߔ߅ߥ߃ᝒࠄ߆ὐ߁⸒ߣዷ㐿ߩ↱⥄ࠍ化❰⚵ࠆࠃߦ㗔ਥᮭജߩߎ 

߇⸂ಽߩജᮭࠅࠃߦ࠴ࡠࡊࠕߩࠄ߆㗔ਥߚߒ┙⁛ߪ㨫⚐☴ᮭജࠆ᧪߇

ࠅߎੱᮭ߇ജࠍᜬߊߡߒㆊ⒟ߥࠄߥઁߦ㨫ኽᑪ߇ᚑ┙ࠆߔ⢛

᥊ߥ߁ࠃߩߎߪߦੱߩᚑ┙ࠅ߇ㅒߦኽᑪߩᚑ┙ㆊ⒟ߢੱߺ↢߇

߁⸒ߣߚߞߡࠇߐ߇᧪ࠆ㨫ᧂ㐿ߩሽߩߘߣ㐿ნߣ↱⥄߇⁛┙

ߩࠄࠇߎ㨫ߚߒଦ進ߒߦน⢻ࠍ⸂ಽߩੱ߳ߩജᮭࠅߥߣᜂࠆߔ㓚ࠍ

ಽᨆࠄ߆日ᧄᢥ߇┙⁛ߣ↱⥄ࠆߌ߅ߦᢥߩၮゲ߁⸒ߣߚߡߞߥߣ

⚿論ࠍዉ߈ߔ߇᧪ࠆ㨫 

 ᮭജߩಽ⸃߇ߚߒߣታ㓙ߪߦ⚐☴ᮭജߩࠄ⥄ࠍੱ߇ౝㇱߺ⚵ߦㄟߺㅒ

߃⸒߽ߣㆊ⒟ߊߡߒ論ℂ化߇ജᮭࠇ߹ㄟߺ⚵ߦౝㇱߩജᮭ☴⚐߇ੱߦ

߿❰⚵)⚛ⷐߪߣ㨫論ℂ化ࠆ ߒߣᐲ߇ജᮭߦᗧᕁ߿ᄌ化ߥޘ⦡ߩੱ(

ޔੱࠅߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢኻᔕߡ ⴕߡߖߐಽ化ߦࠅߚߍߺ᳹ࠍᗧ✚ߩޘ

߿ੱࠆߡߞߊߟࠍ会␠ߪߣ論ℂ化ߦࠆߔ㨫ⷐ߁⸒ࠍᘒ⁁ࠆ᧪߇ߊ

⸒ࠍᘒ⁁ࠆߔ┙⏕ߡߒߣࠬࠢࠕޔ╭ࠆߓജ߳ㅢᮭ߇ߺᦸ߿߃⠨ߩ❰⚵

 ޕ߁

 ᮭജߩ論ℂ化߁ߣᔨߩߎޕߥࠇߒ߽߆ߊߦࠅ߆ࠊߪᔨߪડᬺ

ߢᓎഀߥ߽߅߇ߩࠆ߆ߪࠍᣇะォ឵ߩડᬺߪછോߩ経༡ᐙㇱߡ߅ߦ

ߥߦࠆࠇ⸄ߢᓟߪߡߟߦ❰⚵ߩડᬺޕࠆࠇ߆ዉࠄ߆ࠈߎߣ߁⸒ߣࠆ

 㨫ࠆ

᳁ᣖ社会�

 ᧲㨻㩆㩨㨻ࠆߌ߅ߦ᳁ᣖ␠会ߪࠆߌ߅ߦේᆎ᳃ਥࠅߥ⇣ߣቬᢎ⊛ᮭᆭ

㜞߇น⢻ᕈߚߞ߆ߥߪߢ㨫日ᧄ߽ᄖߚߞߢઍߩห߇㚂㐳ߟᜬࠍ

ߦᱺ᳃߿߈大߇₸ᲧࠆභߩⒷ߿ἠṴ᭽ᑼߪౝኈߩߘޔߒ߆ߒ㨫

ߪߢߩ߽߁ߥࠍหⷙᒝࠄ߆ߚߡߞ߇ᐢ߇⇇ߥ↱⥄ࠆࠃ

ߢ↱⥄߇㑆ੱࠅߎߦ❥㗫߇⒖േߩੱߪߐᒙߩ㨫หⷙ߁ࠈߛߥ

㨫ߚ߃ᢛࠍⅣႺߔ߿ߒ┙ᚑ߇ᮭ₺ߥ↱⥄ߚߒ⣕ࠄ߆หⷙޔߦߣࠆ

 㨫ࠆߔ┙ᚑߦᣧᦼ߇ജᮭ☴⚐ߩ大化એ㒠ߚߩߎ

⚐☴ᮭജ߇ଐ存ߔる߽の�

 日ᧄᢥߩ┙⁛ߣ↱⥄ࠍᱧผ߇ߛߩࠆߔߣᱧผౕߩ⊛ߥዷ㐿ߪ߹

ㅀߚߴ⚐☴ᮭജߩᚑ┙ߩߘߣ論ℂ化ߩዷ㐿ߥࠄߥઁߦ㨫ߩߎⷞὐࠄ߆日

ᧄߩࡄ࠶ࡠ࡛߿ᱧผዷ㐿ࠆߌ߅ߦၮゲࠍߚߺߡߒ㨫Ᏹ⼂߃⸒ࠄ߆

ߥߪߣߩ߽ࠆߔ⋦ࠍࠇߎߪޘᚒ߇ࠆߔ⋦ߪߣജᮭߪ┙⁛ߣ↱⥄߫

߇㕙ߩߟ㧞ࠆߔ㑐ߦജᮭߩߎߪߢࡄ࠶ࡠ࡛߿日ᧄߪߦ⊛㨫ᱧผߥߐ

หᤨ進ⴕ⊛ޕߚߞߎ߅ߦ⥄↱߽ᮭജ߽ฎઍߪߦሽ߇ࠇߘ߇ߚߒวࠆߔ

 ޕߚߞ߆ߥߪߣߎ

 ᥉ㅢᮭޔ ജߪജߣᛥ߆ߒߡߒߣℂ⸃ᮭ߇ߥࠇߐജߪߣ␠会ࠍ✬ᚑ

ࠈߛࠆ߃ߣࠆߢ論ℂࠆߔ᭴ㅧ化ࠍ会␠߫ࠇߔߢᣇ⸒ߩޔᯏ⢻ࠆߔ

❰⚵ߚ߹↱⥄ߩੱߩߢߚߞᜬࠍᮭ߇ᐭࠆߥ⇣ߣ↱⥄ߥ⊛ฎઍޕ߁

ޔᮭࠬࠢࠕߩജ߳ᮭߪ↱⥄⊛ㄭઍߩߤߥ↱⥄ߩੱ ജߩഥޔᮭߌ ജߩ論ℂ

化ᮭޔ ജ߇⚵❱߳ขࠅㄟ߹ࠆࠇࠍߤߥㅢߺߩߡߒታࠇߐᓧߩ߁⸒ߣࠆ

ᮭߥ߁ࠃߩߎ㨫ߚߒߦࠆߓ論ߢႎ๔ߩߎࠍߩߎ㨫ࠆߢ論⚿ߩޘᚒ߇

ജߩ論ℂ化ߪߦᱞੱޔቬᢎ⠪ޔੱޔㄘ᳃߁ߣᄙ᭽ੱߥ㑆ࠆࠊ߆߆߇

 ޕࠆࠇߐታࠅࠃߦ

 ᮭജࠄ߆ߩ߽ࠆࠁࠄ߇⣕߇ߣߎࠆߢ↱⥄ߡߒቯ⊛ޔࠅߢ第ੑ

⟎ജⵝࠆߔᴦ⛔ࠍ᳃ᣖߩઁࠅߦᡰ㈩ਅߩቯ᳃ᣖ․߇ജᮭߦ߁ࠃߩ⇇

ߩߡోߩઁ߇ജᮭߩߎޕߥࠇࠄߍㆀߒᚑߪ┙⁛ߩജᮭ߫ࠇߡߞߥߣ

ജޔ߇ߣߎࠆߔ┙⁛ࠄ߆ㅒࠆࠁࠄߦቬᢎޔᱞੱޔ⽕ㄘޔੱޔߦ⥄ಽߩ

ᗧࠍㅢߔᯏ会ࠍਈ߇ࠇߎޕࠆߥߦߣߎࠆ߃日ᧄᮭߩߢࡄ࠶ࡠ࡛ߣജߩ

․ᓽޕࠆߢ 

ޕଐሽ߽ߩ߳₺ᏢߪߊߒᏢ߽⊞ߪߣߩ߽ࠆߔଐሽ߇ജᮭ߁⸒ߢߎߎ 

Ꮲ₺ੱ߳ᮭജ߇ଐሽࠆࠁࠄߪߡߡߒ㓏ጀ߇Ꮲ₺߿❰⚵ߦᐲߒߣ

ޔᮭ߉ߐ߰ࠍࠆߔធㄭߡ ജࠆߥࠎߚ߇ജⵝ⟎ߩߡߒߣࠍ߈ᛮߌߔ

ᡰ㈩ጀ߇ᣖ⾆ߪജᮭ☴⚐ޔ߫߃⸒ࠄ߆ὐߩߎޕࠆߥߦߣߎߥ᧪߇ߣߎ

 ޕߥࠇߒ߽߆ߩࠆߥߦ߁⸒ߣࠆߔ᭴ᚑࠍ
߆ߒޕࠆߥߦߣߎߊߠㄭߦℂ論ࠆߔߣࠆߢว⚿⊛ੱߪജᮭߪ㗴ߩߎ 

ߎޕߚߞ߆ߥࠇ߹߁ߪኽᑪ߽ߢ႐วߚߞីࠍᡰ㈩߇ᣖ⾆ߪߢṽᢥޔߒ

ߎޕࠆ᧪߇ߣߎ߁⸒ߣߚߚߞ߆ߥ߇ᷙߩᢥߣ㊁ⱄ߁⸒ߩߪࠇ

ߛࠆߥߦ߁ࠃࠆ߆㩔㨹㩁㩢ಽ߇↱ℂ߫ߌߢࠎ⺒ࠍ߈⛯ߩߎߪߡߟߦὐߩ

 ޕ߁ࠈ



 ⚐☴ᮭജ߿ੱߪജࠄ߆╬〒㔌ߣࠆߢࠆࠁࠄߦଔ୯߽ࠄ߆╬〒

㔌ޕࠆߦଔ୯ߪߣ⽻ᐊ߿ቬᢎ߿ᱞജޔߒߛߚޕࠆߢߤߥ╬〒㔌ߪߣή

㑐ଥ߁⸒ߣᗧޕోߥߪߢ ਅߩ⼔ߩ⇇ቬᢎߦ․ޕࠆߡߒଐሽߦߡ

ߡߞី߇⚖㛉჻㓏ߪജᮭߪߢࡄ࠶ࡠ࡛ߦߊߣޕߟᜬࠍᓽ․߁⸒ߣࠆߦ

ቬᢎޔᣖ⽕ߥ߁ࠃߩ㩆㩨㨴㩧㩎㩢㨺ޔᱞੱޔੱߪߩ߽ߚ߃ߐߐࠍജᮭޔ߇ߚ

⠪߽߹ޕߚߡࠇ 
 ৻ᣇޔ日ᧄᢥߪߢᤃߣੱߩᓎഀߦࡄ࠶ࡠ࡛߇ᲧߴᲧセ⊛ዊߥߐ

ߥߪะߩੱ⬦ⷞߥ┵ᭂߥ߁ࠃߩߢㄝߩߘ߿㨫ਛ࿖ߚߞ߹ߤߣߦߩ߽

ࠎㄟࠅ߇ੱߦജਛᨔᮭࠅߥ⇣ߪߣᢥߩߪߡ߅ߦ日ᧄᢥޔ߇

ߩߎ㨫ߚߞ߆ήߪㄟࠅ߇ᕁᗐߩߘ߿ੱ㓏⚖⥄りߦၮゲߩᢥࠅߛ

ὐߪߢᢥߩၮゲ߇ߩ߽ߩߘੱޔᱞੱޔቬᢎ㓏ጀߩࠬࡦࡃߩߦᚑ┙

㨫ࠆߥ⇣ߦ⊛ᩮᧄߣᢥࠆ⥋ߦࡄ࠶ࡠ࡛ࠄ߆࡞ࡔࡘࠪߩᣇߚߡߒ

ߢࠇߩ╬ᐔߥ⊛日ᧄߡ߅ߦ日ᧄᒝ߇⟵ᐔ╬ਥߦᣇએޔߚߩߎ

߹ߥࠄ⥋ߦߔߊዧⷒࠍᢥߩ日ᧄ߇ᗉ߿⻠߿ᧅࠇޔᛩᒻᘒࠆ

 㨫ࠆࠊ⚳ߦ߹

 એ߇第1ㇱߥ߽߅ߩౝኈࠆߢ㨫第1ㇱߢ↢ᘒ学⊛ᢥ論ࠍዷ㐿ߘߒ

第ߦ㨫ᰴߔᷰߣߞߑࠍዷ㐿ߩ日ᧄᢥࠄ߇ߥߌ⟎ઃࠍ日ᧄᢥߢਛߩ

2ㇱࠅࠃߪߢ♖ኒߥ⼏論ࠍዷ㐿ࠆߔὑᮭߦജ論߿␠会⊛ߥ↪ᒻᘒ論ޔ論

ℂⷐ⚛ߩᔕ�ⷞ⇇論ࠍዷ㐿ࠆߔ㨫ޔߡߒߘᧄ論3ࠆߥߣㇱએਅ1ߢㇱߢ

ߣࠆߔዷ㐿ࠍ日ᧄ␠会論․ޔᲧセᢥ論ߡߒ⺑ߦኒ♖ࠅࠃࠍᚲߚߒⷰ

 㨫ࠆߺ⹜ࠍ⊛ዷ㐿ౕߩ会᭴ㅧ論␠ߚߴㅀߢ第2ㇱߦ

第ੑㇱ  第৻ၞࠆߌ߅ߦၞหߩᚑ┙ߣ⚐☴ᮭജ�

 ᒝജߥၞห߳ߩᡰ㈩ߩᶐㅘࡄ࠶ࡠ࡛߇ኽᑪߩၮ␆ߎࠆߦ

␆ၮߥ⊛ᘒ学↢ߪ┙ᚑߩၞหߩߎޕࠆߡߞߥߦ⺑ㅢߪߢ学会ߪߣ

ߔ⺑ߢᓟߡߒߣ࡞࠺ࡕ߁ߣ集⚿ߩਅ߳ߩࡑࠬ㐿ნࠞߪࠇߘޕࠆ߇

 ޕࠆ

ࠆߔ┙ᚑ߇ኽᑪࠆߔߣ␆ၮࠍၞหߺߩߢ第৻ၞߦరࠍࠇߎ 

߽ߒᣂߦ․ߦὐߩߎޔ߇ߥࠄ߆ࠊߊ⦟ߪ⁁ߩ学会ޕࠆߔਥᒛࠍߣߎ

ၞห߇ࡑࠬ㐿ნࠞ߿ࡑࠬᚢࠞޔߒߛߚޕߥࠇߒ߽߆ߥߪߩ

ࠍࠆḰ߁⸒ߣߚߒࠍὐߪᣂޕ߁ࠈߛߒ 

 ኽᑪ߇ၞหࠍၮ␆ߡߒߣᚑ┙ࠆߔ႐วߣㇱᣖ␠会ࠍၮ␆ߔߣ

ࠅࠃߦಽᴺੑߩߎޕࠆߥ⇣ߦ⊛ᩮᧄߪኽᑪࠆ M.࠙ߩࡃࠚኽᑪߩ

論ࠍᒛߡߒ⇇ฦࠆߦኽᑪߦࡊࠗ࠲ߩߟੑ߇ಽࠍߣߎࠆࠇ߆論

第৻ၞߚߒ␜ߩ᪢ࠅࠃߦℂ論ߩኽᑪߊߠၮߦၞหߩߎޕߚߓ

ߎߔߚߪࠍᓎഀߥ⊛ቯߦዷ⊑ߩ会␠ߩߢ第৻ၞߩએᓟ߇ኽᑪߩߢ

 ޕࠆࠇߐ␜߇ߣ

 ၞหߪⴊ߁⸒ߣࠅ߇ߥߟߩ⥄ὼߢ⥄ߥ⚿วߥ⾰⇣ޔࠅߥ⇣ߪߣ

ੱ㑆ੱ߇Ꮏ⊛ߥ㑐ଥࠍᒻᚑੱߩߎޕࠆߔᎿ⊛ߦᒻᚑ߁⸒ߣࠆࠇߐὐߢၞ

หੱ߇ࠆߪߢࠖ࠹ࡘࡒࠦߪᎿ⊛ߦᒻᚑࡦ࡚ࠪࠛࠪ࠰ࠕࠆࠇߐ

ᒻࠍ❰⚵ࡦ࡚ࠪࠛࠪ࠰ࠕߩઁ߇会ᒻᚑ␠ߥ⊛Ꮏੱߩߎޕࠆߡߞߥ߽ߣ

ᚑࠆߔၮ␆ޕࠆߥߣ第৻ၞߥ߁ࠃߩߎߪߢ⚵❱ᒻᚑ߇น⢻ޕࠆߥߦ 

ᱞੱ㓏⚖ߣၞหߡߟߦ�

 日ᧄ␠会ߩ․㐳ߪᱞ჻㓏⚖ᮭ߇ജࠍන⁛ߢᛠីࠆߢߣߎߚ߈ߡߒ㧚࡛

会␠ࠆࠇߐ᭴ᚑ߇ജᮭࠄ߆ੱ㓏ጀޔቬᢎ㓏ጀޔᱞੱ㓏ጀߦ᭽ߩࡄ࠶ࡠ

ޕࠆߥ⇣ߦ⊛ቯߪߣ第ੑၞߪ᭴ᚑߩജᮭߩߢ日ᧄޔߒ߆ߒޕࠆߥ⇣ߣ

߫߃ਛ࿖ߪߢᱞੱޔቬᢎޔੱᮭޔ߽ߣജ㓏⚖ࠍᒻᚑޔߕߖ⊞Ꮲ-ᢥੱ

ߡߞߣ߹ࠍߩቬᢎ߇᳃ᣖ-ੱ⒳ߪߢ࠼ࡦࠗޕߚࠇࠊߥߎ߅߇ᡰ㈩ࠆࠃߦ

ޕࠗߚࠇߐᒻᚑ߇࠻ࠬࠞ ࠍജᮭ߇ァ㓌ߣᏢ⊞ߦ߁ࠃߩࠦ࡞࠻ߪߢࡓࠬ

ജᮭ߇ᱞੱߪߢ日ᧄޔߒኻߦࠇߎޕߊߠߟ߇ㇱᣖᡰ㈩ߪߢࡉࠕޔࠅ߉ߦ

ᄙޔߒߚᨐࠍᓎഀߩቯ৻߇ቬᢎޔ߽ߡߒߦߥߪߢߤ߶ࡄ࠶ࡠ࡛ࠅីࠍ

ዋ߇ࠆߪߢੱᮭ߇ജߦ㑐ޕߚߞࠊੱߩߡߒߣෳടޔߪߣ߫߃ᐳߩ

ᐲࠅߢဳౖ߇ቶ↸ߡ߅ߦᦨ߽⋓ᮭߩࠄࠇߎޕࠆߢࠎജ߳ߩෳടߪ

ߎޕߥߪߢߩ߁⸒ࠍෳടߩߡߒߣੱࠅߢෳടߩߡߒߣ⚖㓏߽ࠇߕ

 ޕࠆߢ㊀ⷐߦ⊛ቯ߇ෳടߩߡߒߣ⚖㓏ߩ

�ജ᭴ㅧᮭߣၞหࠆߌ߅ߦࠕ࡙ࠪ

ޕߔߥࠍၮᧄ᭴ㅧߩ会␠߇ㇱᣖߪߢ第ੑၞߩ╬ࡉࠕޔਛ࿖ޔ࠼ࡦࠗ 

৻ᣇޔ第৻ၞߪߢㇱᣖᐲࠍᛮߌߡߒᣇߩၞห߇␠会ߩၮᧄ

᭴ㅧޕߊߡߞߥߣ第ੑ┨ࡑ࠹ߩ日ᧄᢥ論ߣ㔌߇ࠆࠇᡰ㈩㓏ጀߣၞ

หߩ㗴ࠍ第৻┨ߢㅀߚߴ᪢ߩᢥߩ↢ᘒผⷰߩⷞὐߦᚯߡߞ論

 ޕߚߓ

ࠆߔ⟎ߦධᣇߩ大㒽ࠕ࡙ࠪߦ߁ࠃߚߒ⺑ߢ┨৻第ߪ࠼ࡦࠗ 

1.5 ၞࠆޕࠆߥߦ⒟ᐲ⍾Ṽߩ፲ࠄ߆ಽ㔌߇ࠆߡࠇߐቢోޔߊߥߪߢ

Ꮒ大ၞߩജࠅࠃߦᢥߪᐲ߽⥄უߣ᧲ޔߚ߹ޕ߁߹ߒߡߒߩਛ㑆

ޔࠗߚ߹ޕߔ߿ࠇߐᒻᚑ߇࠻ࠬࠞߒᷙ߇⒳ੱࠆߥ⇣ߚࠆߦ ࠼ࡦ

ߡࠇ߆ಽߦၞࠆߥ⇣߇ᢥߚߥࠇߐಽ㔌߇ၞࠅࠃߦߤߥጊߪߢ

ޔߒ߆ߒޕߚߞ߆ߥߒ┙ᚑ߇ၞหߕࠄߎ߇ᱺ᳃ߚߩߎޕߥ

᳁ᣖޔࠅߎ߇ㆫ⒖ߩᢥߥ⊛⒟ᐲ⥄ᓞࠆߊ㆙ࠄ߆፲ߩṼ⍾ߪ࠼ࡦࠗ

ߚࠇߐᒻᚑ߇࠻ࠬࠞߊߥߪߢၞหߒ߆ߒޕߚߞߎ߇㔌⣕ߩࠄ߆

 ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߣ

ߌᛮࠄ߆ㇱᣖࠇߐࠄߐធ⋤ߦ፲ߩṼ⍾ߪࡉࠕ߿ਛ࿖ߒኻߦࠇߎ 

ߢᒻߥቢోࠍㇱᣖߢߩ߽ߩߘ፲ߩṼ⍾ߪࡉࠕޕߚߞ߆ߥ߈ߢ߇ߣߎߔ

ᜬޕࠆߡߒ৻ᣇޔਛ࿖ߪߢ⍾Ṽߩ፲ߦᤴ߇ࠆࠇߐᏂ大ߥㄘ⠹ߩⴕࠊߥ

 ޕࠆߔ᭴ᚑࠍ会␠ߩߪߣ፲ߩṼ⍾ߡߒߣ大㒽ࠆߡࠇ

 Ꮒ大ߥ大㒽ߦಽᢔߚߒㇱᣖߪ␠会⊛ߥ集࿅ߡߒߣሽ⛯ߚߩߎޕߥ߈ߢ

ⷙቯࠍ会␠߇ࠇߎࠅᱷ߇ାઔ߁ߣࠆߔߦߓหࠍవߡߒ⸂ߪㇱᣖ

ޔ߫ࠇߔߣ⍾ࠆߥߦࠄ߫ࠄ߫ߣߥ✦ࠅីߢജᒝ߇ࡉࠕޕߊߡߒ

ਛ࿖ߪవࠍหߩဳࠢࡢ࠻࠶ࡀ߁ߣࠆߔߦߓ␠会ࠍᒻᚑ߇ࠇߎޕࠆߔ

␠会᭴ㅧߩㅢᄼૐ㖸ޕࠆߥߣ 

 ਛ࿖ߪߢၞห߇ᒻᚑߚߥࠇߐ␠会ߪੱ⊛ࠃߦࠅ߇ߥߟߥ

ߩઁߦ߁ࠃߩ⪇߽ߡߊߥߒሽ߇ၞ␠会ޕࠆߥߦ߁ࠃࠆࠇߐᜬ⛽ࠅ

ߎߒ߆ߒޕࠆߔᒻᚑࠍหࠅ߹集ߪり⠪ߩၞߓห߈ߣߎࠅߦၞ

ޕࠆߢߤ߶⦟߽ߡߞ⸒ߣᱜኻߊోߢߩ߽ߥ⾰⇣ߪߣၞหߪࠇ

ၞหߩሽߥߒਛ࿖ߩੱߣੱߪߢੱ⊛ߥ㑐ଥߚޕࠆߥߦߡో߇

ߊᒙߪหⷙޔߒ߆ߒޕࠆࠇߐߣߚࠇ߹↢߇ၞหߪߦએ㒠ߛ

᳁ᣖᐲ߇⦡Ớߊᱷޕࠆߢ߁ࠃߚߡߞ߫߃ᬺߪࠢࡢ࠻࠶ࡀⴊ✼

᳁ᣖߦၮߡߠࠅޕࠆߡࠇߐ 

 ൩論ޔਛ࿖߽ߦ⪭ߪሽ߇ࠆߡߒၞหޔߕ߃⸒ߪߣၞห

ࠍౝㇱߺ⚵ߦㄟᮭജ߇᭴ᚑߥ߁ࠃࠆࠇߐ᭴ㅧޕߥߡߞߥߪߦਛ࿖

┙ࠅᚑߺߩߢ߆ߥߩ会␠ߥߒሽ߇หߥ߁ࠃߩߎߪᢥੱᡰ㈩ߩߢ

ߣࠆߔᴦ⛔ࠍᣇߥࠄ߫ࠄ߫߇ฬ჻ߩᣇߕ߫ߪߦ⪬ߪᢥੱᡰ㈩ޕߟ

 ޕࠆขࠍ᭴ㅧߚߒಽ㔌ߩߟੑ߁⸒

 ၞᮭ߇ജᒻᚑߩᩭߥࠄ߫ࠄ߫ߚߥࠄߥߣᣇߩߦᒙ⛔ᴦ⢻

ജ߆ߒᜬߥߚ⛔৻ᮭ߇ሽޕߚ߈ߢ 

ኽᑪߣၞหߩᚑ┙�

 ኽᑪߪ日ᧄߊߥߢߌߛࡄ࠶ࡠ࡛߿⇇ฦߢᚑ┙ࠆߡߒ㨫ޔߒ߆ߒ

日ᧄߩࡄ࠶ࡠ࡛߿ኽᑪߩ․⁛ࠆߥ⇣ߣઁߪ᭴ㅧࠍᜬࠆߡߞ㨫ߩߎႎ

๔ߩⷞὐߦว߁᭽ߦኽᑪࠍࡊࠗ࠲ߩᐞߦ߆ߟಽ㘃ࠆߔ㨫 

₺-ኅ↥⊛ኽᑪ ₺ᮭ߹ߩ₺ߪߚኅ↥ࠍၮ␆ࠆߔߣኽᑪ

 ⇇ฦ 

ㇱᣖ⊛ኽᑪ ㇱᣖหࠍၮ␆ࠆߔߣኽᑪ ⇇ฦ 

⌕ኽᑪ ၞหࠍၮ␆ࠆߔߣኽᑪ 日ᧄࡄ࠶ࡠ࡛ޔ 

 ⌕ኽᑪߪၞห߇ᚑ┙ߡߒᆎߡᚑ┙ࠆߔኽᑪࠄߐޔࠅߢ

↢ߣߥߦⅣႺࠆߖߌ⣕ࠍ᪦ߩᮭ₺ࠆߴㅀߢᓟ߇ၞหߩߎߦ

 㨫ߥࠇ߹

ߣਛᔃࠍ₺ߣゲ߁⸒ߣࠅ߇❭ߩߡߒࠍߣⴊߪಽ㘃ߩኽᑪߩߎ 

ߎ㨫ࠆߡࠇߐಽ㘃ࠄ߆ゲߩߟ㧞ߩゲ߁⸒ߣಽᮭ⊛ᮭജߣర⊛ᮭജ৻ࠆߔ

 㨫ࠆߢࠅㅢߩᰴߪ↱ℂߚߒࠍಽ㘃ߥ᭽ߩ

 Ꮒ大ၞߪߢㄝߩࠄ߆ജࠅࠃߦၞߪࠅ߹➙ߩᚑ┙ߟ߆ޔߕߖᐢ大

ၞߪߢၞߥ᭽ߩߎ㨫ᕈ߽ή⥄⁛ߩၞߚࠆߔሽ߇ὼ⥄ߥ⾰ဋߥ

᳃߇ነࠅ集߹ߡߞၞหࠍഃࠆߥߪ㨫ࠦߪࠖ࠹࠾ࡘࡒ⥄ὼ⊒

ߪ⺑ߩ╬ࡃࠠ࠶ࡑ߁⸒ߣࠆߢ⊛Ꮏੱߪࡦ࡚ࠪࠛࠪ࠰ࠕߢ⊛↢

 㨫ߥߊߒᱜߪߢᢥ⣂ࠆߔಽᨆߢߎߎ߇ߒᱜߢᗧࠆ

 ၞหߪ৻ቯၞߩߢ⥄ὼ⊒↢⊛ੱߥ㑆ߩ⚿ว㑐ଥߦࠆ߃㨫߆ߒ

ߩੱࠆߔᵴ↢ߢၞ߫ࠇߴᲧߦว᭽ᑼ⚿ߩ㑆ੱߥ⊛↢⊑ὼ⥄߁⸒ߣⴊޔߒ

⚿วੱߪὑ⊛ߢหߩ⛽ᜬߦ大ߥ߈ദജ߇ᔅⷐࠆߥߦ㨫ߩߎ᭽ੱߥὑ⊛

ޔੱࠅߥߣ႐ߩ✵⸡ࠆߔᒻᚑࠍࡦ࡚ࠪࠛࠪ࠰ࠕߩઁ߇✵⸡ߩ␠⚿ߥ Ꮏ⊛

ߥߣ␆ၮߩ┙ᚑ❰⚵ࠆࠍᏪ⚌⎬ޔߚߒߣ␆ၮࠍᮭߩੱ߽ߡߞߢ

ߣ㐿ნߣ⒖᳃ࠆߌ߅ߦᱺ᳃ᢥߔ␜ߢᓟߪ┙ᚑߩၞหߥ᭽ߩߎ㨫ࠆ

 㨫ߥߪߢ㑆㆑ߡߞᕁߣߚߒ┙ᚑࠅࠃߦදหᬺߩၞ߁⸒

 ♿ర೨1000年㗃㨪♿ర0年㗃ߩߎ᭽⒖ߥ᳃ߣ㐿ნࠆࠃߦၞหᚑ



⊛ㇱᣖ߇ߚߞߪߩᧂ㐿߽ߦએ೨ࠇߘ㨫ࠆߢ᭽ߚߡߞߥߦ⧙⪙ߩ┙

㐿ޔߒ߆ߒ㨫ߚߞ߆ήߪߔẩࠍㇱᣖ߇㐿ნߊᒝ߇ว⚿ߥ⊛᳃ᣖ߿ว⚿ߥ

ნ߇進ੱߺญ߇⒮ኒࠅߥߦ都Ꮢ߇ᚑ┙ߒ㐳ᦼ㑆ߣߟߚㇱᣖ⊛ߪ᧤᜔ߥ⭯

ㇱߣ߱ߢ߹ߦߩ㆙ᣇࠅߚࠊ߽ߦᵄ߇⒖᳃ߦᦼᤨߥ᭽ߩߎ㨫ߊߡࠇ

ᣖ⊛⚿วߩੂᷙߩߘࠇ⭯ߪਛߪߩࠆ᧪ߡ߃↢⧙ࠄ߆ၞหࠆߢ㨫 

ߚࠇߐಽᢿߢጊ߿ᶏߥ⾰⇣ߦ߁ࠃߚߴㅀߦవߪၞหߥ߁ࠃߩߎ 

ၞߥࠄߎ߅߆ߒߢ㨫ࠄߥߗߥಽᢿߥߩᚲߩߢᱺ᳃ߩߢ߹ࠇߘߪ␠会

߃⒟ᐲჇࠆ߇ญੱߪၞหߥ⊛ᧄᩰޕ߁߹ߒߡߞߕ߈ᒁ߹߹ߩߘࠍ

ㇱᣖ߇ജࠍᄬᤨߚߞߥઍߦ߹ߢߪߣߩߚߢࠎ㆑߁ၞ߳⒖ߩ᳃߇

ߦࡄ࠶ࡠ࡛߿日ᧄ߇ࠇߎ㨫ࠆ߃⸒ߣߚߞߥߦน⢻ߡߓߪߡࠇࠊߥߎ߅

ߦ߆ࠆߪࠅࠃၞߩઁ߇ၞหߢ߆ߥߥ߁ࠃߩߎ㨫ࠆߢ⒖᳃ࠆߌ߅

ᣧߥ☴⚐߽߆ߒߊᒻࠆࠇ߹↢ߢ㨫ᒰὼߥ☴⚐ޔၞหߪ日ᧄࡠ࡛߿

 㨫ߥࠇ߹↢߆ߒߦࡄ࠶

 వߦㅀߚߴၞหࠍᮭ₺߇⣕ߌࠆ߈ߢ߇ߣߎߔⅣႺߪߣ㐿ნน

⢻ߥ⤘大ߥ߇⥄ὼߦᱷࠆߡࠇߐᔅⷐࠆ߇㨫߽ߒ㐿ნน⢻ߥ߇

ᱷ߇ᮭ₺߫ࠇߌߥߡࠇߐၞหߩౝㇱߦࠅㄟኅ↥⊛ኽᑪߦ

㒱߁߹ߒߡߞ㨫߹ߚㇱᣖ␠会ߩ႐วޔኽᑪߩၮ␆ߪㇱᣖߩⴊߢࠅ߇❭ߩ

 㨫ߥߪḮᴰߩജߩኽᑪ㗔ਥߦၞหࠅ

ၞหᮭࠆߌ߅ߦജߩ᭴ㅧ�

 ㇱᣖ߇፣უߣࠆߔㇱᣖⷙࠅߥߊߥ߇ỗߒ㑵ߩߎޕࠆߎ߅߇㑵

ߩએ೨ߚߩߎޕߥߌฃࠍⷙࠆࠃߦㇱᣖหߪജᮭࠆࠇ߹↢ߢਛߩ

ㇱᣖหࠍ೨ឭᮭߚߒߣജߦᲧߦ߆ࠆߪߴᒝജߟ߆ࠅߥߦၞߦᩮߑ

ߚߔ߷ࠍᡰ㈩ߦㇱᣖޔ႐วࠆߔߣ೨ឭࠍㇱᣖหޕࠆߥߦߩ߽ߚߒ

߫ࠇߔ፣უ߇ㇱᣖޔߒ߆ߒޕߚߞ߇ᔅⷐࠆߔଐሽߦᮭ₺ߪᣇᮭജߪߦ

ᣇᮭജߦᮭ₺ߪଐሽࠆߔᔅⷐߩࠄ⥄ࠅߥߊߥ߇ജߢၞߦᡰ㈩ࠍ߷

 ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎߔ

 ㇱᣖหߩ፣უߪᣇᮭജࠍᒝ化ޕੱߥߪߢߌߛࠆߔ 㑆ߡ߈↢߇

ࠆߔኻᔕߦ㗴⺖ߩߤߥ㐿ნ߿㘫㙰ߒኻᔕߦᄖᢜߒᒻᚑࠍ࡞࡞ߪߦὑߊ

ห߇ᔅⷐޕࠆߥߦၞหߥ߁ࠃߩߎߪᔅⷐޕࠆࠇ߹↢ࠄ߆ 

ߪߦ㐿ნߥߚᣂߪⷙߩ₺ߪߢ㐿ნࠆࠇࠊⴕߢၞหౝߩߎ 

ਥᓥߚߒࠍኽߣ₺ߒ┙ᚑ߇ᣇᮭജߟᜬࠍᩮߦၞߚߩߎޕߥ߫

㑐ଥߥ↱⥄┙⁛߮⚿ࠍၞߦᒝᡰ㈩ജࠍᜬߟኽᑪ㗔ਥ߇ᚑ┙ࠆߔ㨫 

ᚑ߇⧙⪙ߩ❰⚵ㄭઍࠆߔᜬ⛽ߦ⊛ὑੱࠍว㑐ଥ⚿ߥኒ✕ߡߒߦ᭽ߩߎ 

ߎ㨫ㄟࠅߢ߹ߦౝㇱߩၞ߇ᣇᮭജࠆߔᴦ⛔ࠍࠇߘߡߒߘ㨫ࠆߔ┙

᭽ࠆߔઍࠍᮭߩၞࠆߥߣᩮߩࠄ⥄ߒኻߦਛᄩᮭജߪᣇᮭജߩ

ࠍᩮߊᒝߦᣇߒኻߦਛᄩᮭജฎߥߚᜬࠍᩮߦᣇߡߒ߁ߎ㨫ࠆߥߦ

ᒛߥ↱⥄┙⁛ߚߞᒝᣇᮭജࠆࠇ߹↢߇㨫ߩߎ᭽ߣ❰⚵ߥⴕേ᭽ᑼ߇ㄭ

ઍ⚵❱߿⾗ᧄਥ⟵ᚑ┙ߩၮ␆ߚߞߥߣ㨫 

߇ࠆߔⴕേߣ⠪ઁ߃ᛥࠅࠃߦℂᕈࠍᮭߩᏆ⥄ߪߢหߥ᭽ߩߎ 

ⴕࠆࠇࠊߥ㨫ߩߎ᭽ߡߒߦᚑ┙ࠆߔᣇ⚵❱ࠍࠇߘߣᚑ┙ࠆߖߐⴕേߩේ

ℂߩࡦ࡚ࠪࠛࠪ࠰ࠕߪේဳࠅߥߣㄭઍဳߩ෩ኒੱߢᎿ⊛ߥ⚵❱߮ߎ

 㨫ࠆߔ┙ᚑ߇ⴕേ᭽ᑼࠆߔߦน⢻ࠍ❰⚵ߩ

ߐ㨫ࠆߥߣේဳߩ❰⚵ㄭઍ߇㈩ಽߥ⊛↹⸘ߩ᰼ᦸߚࠇࠄ߃ᛥߢℂᕈߩߎ 

ࠍ⋉ᯏ会߇ⴕേ᭽ᑼᩮᒝߢ⊛⛯ᜬߓหߦࠄ 1 回㒢ߩࠅᛩᯏߕߖߣᜬ

ߩᧂ㐿ნߪⴕേ᭽ᑼߥ᭽ߩߎ㨫ࠆߥߦ߁ࠃ߁ߥⴕࠍ⾗ᛩߥ⊛❰⚵ߢ⊛⛯

㐿ნࠅࠃࠅࠃߦᒝߊ㙃ᚑࠆࠇߐߥ߽ߢ߹߁⸒ߪ㨫 

 ੱ㑆ⴕേߦࠬࡦࡖ࠴ߪᓥ↢ᚑࠆߔ㨫ߩߘޔߒ߆ߒ᭽ߥⴕേߪ␠会ߩਛ

߇⟲ᐲޟ߁⸒߇㨫᪢ߥࠄߎ߆ߒߦᣇะߚࠇߐⷙቯߦᐲ߿❰⚵ߩ

ⅣႺࠍ᭴ᚑ߁⸒ߣޠࠆߔ㗴ߥࠄߥઁߦ㨫ߩߎ᪢ߩ㗴ࡃࠚ࠙ߪ

ᯏ᪾⊛ⴕߚࠇߐᒝߦᐲߩᓟߩߘߣⴕേ↢ᚑࠆࠃߦ♖ߩ⟵ᧄਥ⾗ޟߩ

േ߁⸒ߣޠ㗴ߩߘࠍ৻ㇱߦ㨫 

ࠇߐಽᢿࠅࠃߦᴡޔጊޔᶏߪ┙ᚑߩޘరߩᐲ߿❰⚵ߥ᭽ߩߎޔߒ߆ߒ 

ߞߥߦᏅߩᐲ߿❰⚵߇Ꮕߩ(ᱞജ߿ᤃ)ᚻᲑࠬࠢࠕߩߒ߁ߤၞߚ

 㨫ࠆߢߚࠆࠇࠊࠄߡ

ޕࠆߦ┙⁛ߩၞߪᏅߥ⊛ᩮᧄߩ会␠ߩ第ੑၞߣ第৻ၞߦ᭽ߩߎ 

⒳ੱ߿᳃ᣖ߿✼ⴊࠅߢ┙⁛ߩࠄ߆Ꮒ大ၞߪߣ┙⁛ߩၞ߁⸒ߢߎߎ

ޔౕࠅߢ┙⁛ߩࠄ߆ὼ⊒↢⊛⚿ว⥄߁⸒ߣ ⊛ߪߦ೨ߩᢥ߈⸂ࠄ߆

 ޕࠆ߃ߜ┙ࠅᚑߺߩߡߒߣᱺ᳃ߩᧂ㐿߳ߚࠇߚ

⚿論�

 第৻ၞߩ日ᧄߪߢࡄ࠶ࡠ࡛߿ၞห߇ᚑ┙ߩߘߒߣᮭ₺ߦ

ኽߚߒ┙⁛ߩߎޕࠆߔ┙ᚑ߇ኽᑪߟᜬࠍᡰ㈩ᮭߥᒝജߦၞߚߒ┙⁛ߪ

ᑪ࿖ኅߪၞ߇ቭߩ₺߿ᕭᗧ⊛ߥࠄ߆ㅏߡߒߘޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆࠇ

ኽᑪ㗔ਥߪ㊀ਥ⟵⊛ߥ╷ࠍታⴕߟ߆߈ߢ㊀ਥ⟵߇ᚑഞࠆߔၮ␆ߣ

 ޕࠆߥ

ޕࠆߢ会␠ࠆࠇߐᒻᚑߦ⊛Ꮏੱߪၞหߪߣߎߥ㊀ⷐߦએࠇߘ 

Ꮏ⊛(วℂਥੱߩઁ߇႐ߩ✵⸡߁ߣᜬ⛽ߣၞหᒻᚑߥ⊛Ꮏੱߩߎ

 ޕࠆߥߦ␆ၮߩࡦ࡚ࠪࠛࠪ࠰ࠕࠆࠇߐᒻᚑߦ(⊛⟵

�d

ߎޕࠆߢ会␠ࠆߔ┙ᚑࠅࠃߦᤃߪࡄ࠶ࡠ࡛߽ߢ第৻ၞߓหߛߚ 

ᱞੱ߇ቬᢎ㓏ጀ߿ੱߦਛᔃߩ会␠ߦ߁ࠃߚߴㅀߢᧄ論ߩ┨৻第ߚߩ

ࠅࠃ日ᧄ߇ࡦ࡚ࠪࠛࠪ࠰ࠕߥ⊛Ꮏੱߚߩߎޕࠆߊ⦟ࠬࡦࡃߦߣ

ᒻᚑߦࠄߐޕߔ߿ࠇߐᗉߪᢎߩᄙᢙ⸒߁ߣવߦ߃ᩮࠍᜬߜ௯

 ޕߚߞⴕߡߞ߹ᐢߦᰴ第ߦ᳃ⴐࠄ߆㑆ߩ

ࠕߥ߁ࠃߩ⻠ࠇߟߦ㆐⊑ߩᬺࠆࠃߦ㆐⊑ߩ⥱ർ೨ޔᳯᚭᤨઍޔߒ߆ߒ 

ߥ⊛⟵㊀ਥߩᴧ↰ߪߦᳯᚭᧃޕߊⴕߡߞ߹ᐢߦࠄߐ߇ࡦ࡚ࠪࠛࠪ࠰

ޕߔߎ߈ᒁࠍᴦ⛽ᣂߒᵄߦ⮲ߩ╬⢈೨߿ፉᵤ߇ᡷ㕟᳹ࠍࠇᵹߩ╷

߃⸒ߣࠆߦᩮరߩߘޔ߇ᕈᩰߩߡߒߣᱺ᳃ߩᧂ㐿߳ߪߣߎߥ߁ࠃߩߎ

 ޕߚߺߡߒ⋤ࠍ日ᧄࠄ߆ⷞὐ߁⸒ߣᱺ᳃ߩߎޕࠆ

 ᱺ᳃ߦ㑐ㅪߦ߁ࠃߩߤ߇ࠛࠗߡߒ⟎߆ࠆࠇࠄߌߠ⠨ޕߚߺߡ߃ 

ᣣ本文と࡛ーࡄ࠶ࡠ文ߢのኅᣖ㨮ࠗࠛޔῳ� �  ޕ
 日ᧄᢥ߇ࠛࠗߪߢ㊀ⷐߥᓎഀⷫ߇ࠛࠗߒߚߪࠍሶᮭ߁⸒ߣᆭ㑐ଥࠍ

ᜬࠆࠇߐߣߟ㨫৻ᣇࡄ࠶ࡠ࡛ޔᢥⷫ߇❰⚵߿ࠛࠗߪߢሶ㑐ଥࠍᜬߟ

߁ࠈߢߩߔ␜ࠍᏅߥ᭽ߩߎ߇ਔᢥߟᜬࠍቬᢎ᭴ㅧߩ㨫㘃ૃߥߪ

ࠆߡߒቯุࠍኅᣖ㑐ଥߩଶ߃ߣߚߣῳࠍ߇ᢎ࠻ࠬࠠߪࠇߎ㨫߆

ߩଶߡ߅ߦࡄ࠶ࡠએ࡛ࠆߡߒභ⁛ࠍኅᣖ㑐ଥ߇㨫ࠆߔ㑐ଥߦ

ᓧࠅࠅߢ౨ᶣߩᢎ࠻ࠬࠠߪࠆߔߣᓽ⽎ߩᆭᮭࠍሶ㑐ଥⷫ߇❰⚵

 㨫ߥ
 ৻ᣇޔ日ᧄߪߢߪ⸃⣕ߩኻ⽎ࠅߢኅᣖ㑐ଥุࠍቯࠆߔ㨫ߩߎ᭽ߥ日

ᧄᢥߪߡ߅ߦኅᣖ⊛ߪ⚷ߥଶࠍࠇߎ߇❰⚵ߩᜂ߁ࠆߥߦ㨫ߪࠇߘ

ῳߩߡߒߣᡆߪᓽ․ߩߎ㨫ࠆߔⷙቯࠍ㑆㑐ଥੱߒࠍ㗻ߦ႐㕙ࠆࠁࠄ

ሶ㑐ଥޕࠆߡߞߥߦ 
ࡠ࡛ޔߒ߆ߒ㨫ࠆߔሽߪߦᢥࡄ࠶ࡠ࡛ߣ日ᧄᢥ߇Ꮕߥ᭽ߩߎ 

ࠆߢῳሶߩߡߒߣ会ᐲ␠ߊߥߪߢῳሶ㑐ଥߩᧄᒰߦ日ᧄ߽߽ࡄ࠶

ὐߦ․ᓽޕࠆ߇৻ᣇࠗ߿࠼ࡦṽᢥߩߤߥ第2ၞߩᢥߪߡ߅ߦ日

ᧄࠆߌ߅ߦଶⷫࠆߌ߅ߦሶ㑐ଥߩߢࡄ࠶ࡠ࡛߿ቬᢎⷫࠆߌ߅ߦሶ㑐

ଥߥ߁ࠃߩ㑐ଥߪሽߥߒ㨫ၮᧄ⊛ߦኅᣖߦઁߪ㐿ߕࠇߐቢ⚿ߡߒ

ߥ⊛ఱᒉߊߥߪߢਅߪ㑆㑐ଥੱࠇߐ൮ߦ᳁ᣖหߪኅᣖߦࠄߐޔߡ

ห╬㑐ଥ߇ᡰ㈩ࠆߔ㨫 
㊀ⷐߤ߶日ᧄߪ会⊛ਅ㑐ଥ␠ࠆߔߣ▸ᮨࠍῳሶ㑐ଥߪߢࡄ࠶ࡠ࡛ 

᭽ߩߎߒߣ␆ၮࠍῳሶ㑐ଥߪቬᢎࠆߔⷙቯߊᒝࠍଶޔߒ߆ߒ㨫ߥߪߢ

ኅᣖ㑐ߚ߹㨫ࠆߡߒⷙቯࠍਅ㑐ଥࠆࠇࠄߦߤߥኽᑪ߇ᆭ㑐ଥᮭߥ

ଥߣή㑐ଥߦࠆ߃⚵❱߽ታ⾰⊛ߥ㑐ଥⷫߪሶ⊛ߥ⼔㑐ଥࠆߢ㨫ߎߎ

₂りߣ⼔߮⚿ࠅขࠍਅ㑐ଥߦ⊛ੱ߇ੱઁߩ⿒ߪߣሶ㑐ଥⷫ߁⸒ߢ

ࠬ൩論ࠠޔࠅߢ߁ߘ߇ኽᑪ⊛ਥᓥ߿㨫ᓤᒉᐲ߁⸒ࠍࠆߦ㑐ଥߩ

 㨫ࠆߢࠇߘ߇ῳࠆߌ߅ߦᢎ会࠻
 એࠆ߆⸂ࠄ߆ߪ日ᧄੱߪߢࡄ࠶ࡠ࡛ߣ㑆㑐ଥߩᔨߩࠇᣇߪ

ߩ߆ࠆߔᏫዻߦߎߤ߇ᔨߩῳሶ㑐ଥߢߓหߪၮᧄߩ会᭴ㅧ␠ޔ߇ࠆߥ⇣

Ꮕߦㆊ߁⸒ߣߥ߉ࠆߢ㨫ߩߘᄖߩᏅ߽ߦ㑐ߕࠄࠊၮᧄ⊛ߥ㑐ଥߪ

หࠅߢߓᱧผ⊛ߥቬᢎߩ経✲߇ᔨߩ⚿ว㑐ଥࠍᡰ㈩߇ࠆߡߒหߓ

᭽ߥ␠会⊛ߥᐲ⟲ࠍᒻᚑ߁⸒ߣࠆߡߒ߇᧪ࠆ㨫 
ㇱᣖᐲとਛの᭴ㅧの㑐ଥ 
࡛߿日ᧄߦએ೨ࠇߘߪ会᭴ㅧ␠ߩ日ᧄ߿ࡄ࠶ࡠ࡛ߥ߁ࠃߩߎޔߪߢ 

࡛ߣ日ᧄޕ߆߁ࠈߛߩࠆ߇㑐ଥߥ߁ࠃߩߤߣ᳁ᣖߚߒሽߦࡄ࠶ࡠ

ࡠ࡛ߪࠇߘޕߚ߈ߡࠇߐߣࠆߡߞ㆑ߦ⊛ᩮᧄ߇᭴ㅧߩㇱᣖߪߢࡄ࠶ࡠ

ᚑຬߦਅߩ㐳⠧ߪߢ日ᧄޔߒኻߦߩࠆߢ╬ᐔߡోߪᚑຬߩㇱᣖߪߢࡄ࠶

㆑ߩࡄ࠶ࡠ࡛ߣ日ᧄߢᓽ․ߩߎޕࠆߢὐ߁ߣࠆߣࠍᒻ߁⸒ߣ߁ᓥ߇

ㇱᣖߩࠬࠡࠗߦ߁ࠃࠆࠇࠄߦḡᵻޔᣇ৻ޕࠆ᧪߇ߣߎࠆߔ⺑ࠍ

ߦࠄࠇߎޕࠆ߽៰ᜰ߁⸒ߣࠆߡૃ߇ᐲߩኅᣖ߿ㇱᣖߩ日ᧄߣኅᣖ߿

 ޕߚߺߡࠍ㑐ଥߩห⇣ߣ㘃ૃߒߎߔߡᱧผ⊛⢛᥊߽ߡߟ
 日ᧄߪߢᒎ↢ᤨઍޔᧂ㐿ߩ㐿ნߚߒࠍ㐿ᜏ⠪߇㐿ნߦኻᮭࠆߔࠍ



ᜬߣߚߞቯߥ߁ࠃߩߎޕ߁ࠈߛࠃ߽ߡߒ㐿ნߪߢഭജ߇ਇ⿷ߡߒ

వ⠪ߪഭജߛࠎㄟࠇᵹߦߩ㐿ᜏ⠪ޔᤨߩߎޕ߁ࠈߛታ߽ߩࠆ

น⢻ࠅ⒖ߦߥࠈࠈߪഭജߦหᤨޔߒ߆ߒޕࠆߥߦ߁ᓥߦ

ᕈ߽ᜬޕࠆߡߞ 
ߦᔨ߁ߣࠛࠗߩߤ߁ࠂߜߪ㑐ଥߩഭജߣవ⠪ߥ߁ࠃߩߎ 

⋧ᒰߦ߁ࠃࠆߡߒޕࠆ߃ᣢߦㅀߦ߁ࠃߚߴฎઍߦ㐿⊒ߚࠇߐ㜞↢↥

ജߩరߢᣂߥߚ⒖ߦߚߒ㐿ᜏ᳃ࠇߘߪએ೨ߩㇱᣖᐲ߃ࠍ↱⥄ࠄ߆

ᣂੱߥߚ㑆㑐ଥߺ↢ࠍߔⅣႺߩਅࠆࠇ߆⟎ߦޕࠆߥߦ 
ޔߢߩ߽߁ߣഭജߩߢߎߘߣవ㐿ᜏ᳃ߚߴㅀ߇㑐ଥߥ߁ࠃߩߎ 

ᆎߣᡆ⊛ߥⴊ✼㑐ଥࠆߦഭജߩ㑐ଥߚ߹ޕ߁ࠈߛਛᩮජᕺ߁⸒ߩ

వヘᓟヘ߁⸒ߣ㑐ଥ߽ߥ߁ࠃߩߎᱧผ⊛⢛᥊ߚࠇ߹↢ߢน⢻ᕈุࠍቯߢ

ߤߥኅరߊߥߪߢߌߛࠛࠗߩߡߒߣኅᣖߪࠛࠗߥ߁ࠃߩߎޕ߁ࠈߛߥ߈

 ޕࠆߡߠ߈ߡߒߣᐲߩ
ෳߩࠄ߆ᄖㇱߩ߳ࠛࠗߣ⛯⋦ᧃሶߪߚ߹⛯⋦㐳ሶߪࠛࠗߥ߁ࠃߩߎ 

⠪ࠆߢᣂෳ⠪ߩ㑐ଥߡߞߥߣ㐳ᦼ⊛ߥ␠会⊛឵㑐ଥߺ↢ࠍߡߒ

ߣߥ߆ߒߢߩ߽ߥ⊛ᡆߪⴊ✼㑐ଥߪߢ会␠ߥ߁ࠃߩߎޕࠆ߃ߣࠆ

ᄾߥ⊛㐳ᦼߩߎޕࠆߡߞࠍ⚛ࠆࠇ߹↢߇឵㑐ଥߥ⊛会␠߽ߢὐ߁

ࠆߥߦ␆ၮߔߺ↢ߚߺ߁ࠍⴕേߥ⊛会␠ߩߤߥ⺈ᔘ߿ᄺߣᓮᕲ߇⚂

ߩਛ࿖߿❰⚵ㇱᣖߩࡖࠪࠡߪࠇߎޕߥ߽ߢ߹߁⸒ߪߣߎࠆ߈ߢᗐߣ

ㇱᣖ⚵❱ߪߣᩮᧄ⊛ߦ㆑ޕࠆ߃ߣࠆߡߞ 
会␠ߢࡄ࠶ࡠ࡛ࠆߥࠄ߆ᚑຬߥ╬ᐔߓหߣߤߥࡖࠪࠡ߿ਛ࿖ߪߢ 

ࠃޕ߆߁ࠈߛߩߚࠇ߹↢߇ኽᑪߪߡⴕേ᭽ᑼ߭ߩߤߥ⺈ᔘ߿឵ߥ⊛

ࠊᛒߦ╬ห߇Უᣇߣῳᣇߪ❰⚵ㇱᣖߩࡄ࠶ࡠ࡛ߦ߁ࠃࠆߡࠇࠄ⍮ߊ

ੱߥ߁ࠃߩߤ߇వߩᲣᣇߣῳᣇߩઍ೨ߪଔ⹏ߥ⊛会␠ߩੱߩߘޕࠆࠇ

 ޕࠆ߹ߢ߆ߚߞߢ‛
ޕࠆߥߣሽߚߒ┙⁛߽ߡߞߢ╬ᐔߢㇱᣖౝ߳ߪੱޔ႐วߥ߁ࠃߩߎ 

ㇱᣖޔߊߥߪߢੱߚߒၒᴚࠆࠇ߹ߦㇱᣖߪߣሽߚߒ┙⁛߁⸒ߢߎߎ

ࠃߩߎޕࠆߥߣሽߚߒಽ㔌ߦߚࠇߐࠅࠃߦవߩޘߩߘࠄ߆

ߒߺ↢ࠍ会᭴ㅧ␠ߥ߁ࠃߩᰴߦߣᐔ╬ᕈߩᚑຬߪሽߚߒಽ㔌ߥ߁

 ޕ߆߁ࠈߛߥ߃⸒ߣߔ߿
 ർᣇ࡛ߩࡄ࠶ࡠㇱᣖߪᱞེ߿㛉㚍ߩવࠇߘߡߞࠃߦએ೨ߩㇱᣖ⚵

ޕࠡ߁ࠈߛߚࠇࠄㄼߦᔅⷐߔߺ↢ߦߚᣂࠍ❰⚵ߩᒻߚߒㆡߦᚢࠄ߆❰

ߞ߆ߥ߇㑆ߡߒቢᚑߪౕߩᚢߥ߁ࠃߩߎߛ߹ߪߦઍᤨߩᣖ⻉ࡖࠪ

 ޕߚߒଚߦߩࡖࠪࠡ߹߹ߩ❰⚵หᣖߥ╬ᐔߚߩߎޕߚ
ሶ↵ߦਅߩࡑࠬᚢࠞߪߦઍᤨߩଚߩࡦࡑ࡞ࠥߩ߳ࡑࡠߒ߆ߒ 

ࠥߩ’ඨㄘඨߪ❰⚵ߥ߁ࠃߩߎޕߚߡߞ߇᧪߇❰⚵߁⸒ߣࠆ߹集߇

߿⚂ᄾࠆߢ឵ߥ⊛会␠ߡߒߦ߁ࠃߩߎޕࠆߢᐲߚߒㆡߪߦࡦࡑ࡞

ᔘ⺈ࠇ߹↢߇ᓥ჻ᐲ߇᧪ޔᓟߩฎઍߣ㊁ⱄᷙߩᤨߩઍߦ␠会⊛឵

ߌฃࠍ⇇ቬᢎߦߚߚߒ፣უ߇❰⚵หᣖߚ߹ޔࠇ߹↢߇ኽᑪ߿⺈ᔘ߿

ࠆࠇ⚛߇ޕࠆ߃⸒ߣߚࠇࠄ 
߶߇ᒻߩᦨೋߩㇱᣖ߽ߡ߅ߦࡄ࠶ࡠ࡛߽ߡ߅ߦ日ᧄߡߞ߇ߚߒ 

⊛会␠ߥ⊛㐳ᦼࠅࠃߦⅣႺޔ߇ߚߡߞ㆑ߤ߶ߡߞ⸒ߣᱜኻߤࠎߣ

឵ࠍน⢻ࠆߔߦ⚵❱(ࠗ ߺ↢ࠍ(㩂㩡㩖㩨)❰⚵ߚߒߣਛᔃࠍࡑࠬࠞ߿ࠛ(

ࠇ߹↢ߡߒߣਛᔃࠍ㐿ნߒߛߚޕ߁ࠈߛࠆ߃⸒ߣߚߒᄌ化ߦㇱᣖ᭴ㅧߔ

ޔ࡛ߒኻߦߩࠆߔߣਛᔃߩⴊᣖࠍኅῳ㐳߇ࠆߪߢ⊛ᡆߪ❰⚵ߩ日ᧄߚ

ߒ߽߆ࠆ߃⸒ߣߚߞߥߣ㩂㩡㩖㩨߁⸒ߣ集⚿ߩߢਅߩࡑࠬࠞߪߢࡄ࠶ࡠ

 ޕߥࠇ
ߣ集Ⓧߩⴊߩవ߇ੱߦ߁ࠃߚߦᣢ߽ߤ߃ߣࡑࠬࠞߒߛߚ 

ࠍⴊ✼㑐ଥߩ日ᧄએߪߢᗧࠆߡߒߣ₺ߪࡑࠬએࠞࠆߡࠇࠄ

ਛᔃޕࠆߡߒߦㅒߦ日ᧄߪߢੱߩ߳❰⚵ߩෳടࠅߢ↱⥄ߪᐳ߁ࠃߩ

߫ࠇߦ߁ࠃߩߎޕࠆߥߦߣߎࠆࠇ߹↢ߊਛᄙ߇ߩ߽ࠆߔᒰ⋦ߦ㩂㩡㩖㩨ߥ

日ᧄ߽࡛ߤࠎߣ߶߽ࡄ࠶ࡠหߓ᭴ㅧࠍ␠会߽ߡߞߣ߇ਇᕁ⼏ߥߪߢ

 ޕ߁ࠈߛࠆ߃⸒ߣ
 日ᧄߪ❰⚵ߩᧄᒰߩᩮᧄߪߢ⥄ࠍࠅ㗴߁ߣߥߒߦὐ࡛ߢ

ߢὐࠆ㆑ߪߣߩࠆߥߦὑ㓏⚖␠会ࠆߔߦ㗴ࠍ⥄߇ੱߩࡄ࠶ࡠ

వヘᓟヘߩᔨࠍࠅࠃߣࠆߔߦᐔ╬ਥ⟵⊛ޕࠆߥ 
 ➙
 ቬᢎߩౝኈߪ␠会⚵❱․ੱߦ㑆ߩ↢ᓧ⊛ߥᚲዻࠍࠆ᳁ᣖหߣ

⥄ߪ㨫ੱ㑆ߚߴㅀࠍ߁⸒ߣࠆߡࠇߐⷙቯߦᅛ㓮りಽߩኻߊోߣࠇߘ

Ꮖࠍᡰࠆ߃♖⊛ߥᡰᩇ߇ᔅⷐߩߎߢᡰᩇߩᏅ߇ߩᕈᩰࠍࠆ㨫ࠇߎ

߅㑆ੱࠅࠃߦ✲ᱧผ⊛経ߩቬᢎߦหᤨߒ߆ߒ㨫ࠆߢⅣႺቯ論ߩቬᢎߪ

᭽ߩῳሶ㑐ଥ߽ߡ߅ߦ会᭴ㅧ␠ߥ᭽ߓหߒᄌ化ߪㇱ৻ߩ㑐ଥߩ߮ࠃ

ࠆߔ৻ߒ߆ߒ㨫ࠆߔࠅߚࠇߐߣᔨߩࠅߚࠇߐߣᔨߩଶ߇ᔨߥ

ߩઁߢߓหߤᱴߪ㑐ଥߥ⊛⾰ታ߽ߡ߃ߦ᭽ࠆߥ⇣߇ᔨ߁ⷒࠍ会␠ߣ

␠会᭴ㅧࠆߔߦ⇣ࠍᢥߦᲧセ߫ࠇߔหߣߓᢿቯࠆ߈ߢ㨫 
 第 1 ၞߩߢᮭߩᆭߣ┙⏕ߩߩߣ⋥ធ⊛ߥ♖ߩ⚿߮ઃߪ߈ଶ

㑐ଥࠆߌ߅ߦ⇇Ꮲ࿖ࠪࠬᮭࠍࡓ࠹ᆭ化ࠆߔᓎഀߩߘߒߚߪࠍ␠会ࠪࠬ

ߣ㘃ૃߥ⊛ኅᣖߩ㨫第৻ၞࠆߥߦ߁ࠃߔߚᨐࠍᓎഀࠆߔᜬߊ㐳ࠍࡓ࠹

␠会᭴ㅧߩኻᔕࠍㅀߪߢߎߎޕߚߴ第৻ၞߣ第ੑၞߪߢቬᢎ߿ኅᣖߩ

ᒻࠅࠃޔ߇ߚߒߣࠆߥ⇣ߪᐢⷞ㊁ࠄ߆ߣࠆหߓ᭽ߥ᭴ㅧޕࠆߡߒࠍ

 ޕࠆߥߦ߁ࠃߩᰴߪࠇߘ
ਛのᚑ立にߟて 
ࠇ߹߁߽ߢ႐ᚲߥ߁ࠃߩߤ߽ߦઍᤨߩߟߪਛߦ߁ࠃߚߴㅀߦߢߔ 

ࡠ࡛ߣ日ᧄߪߢᒻߥ⊛ဳౖߪߦታ㓙ߒ߆ߒޕࠆߢߕߪࠆ᧪߇ߣߎࠆ

㩥ߚ߹ߢኻᲧߩߣࡖࠪࠡߦߢߔߪᩮߩߎޕߚߞߎ߇ࠇߎߌߛߢࡄ࠶

㩆㨻߿㩆㩏ߩߣኻᲧߢ߹ߊߒ߆ߒޕࠆߢࠅ߅ߣߚߒ␜ߢኻᲧߚߒ␜ߡߒߣ

ࠃߩߤ߇ਛߡߒߣ論⥸৻ߢߎߎޕߥߡߒ⺑ߪߡߒߣ論⥸৻ߢߩ߽

ὐ⇼ߥ߁ࠃߩએਅޕߚߒࠍ⺑ߥ⊛ೋᱠߡߟߦ߆ࠆࠇ߹↢ߡߒߦ߁

 ޕࠆ߇
ߒ߆ߒޕࠆ߃ᕁߦ߁ࠃࠆ᧪߇ߣߎࠆࠇ߹↢ߪਛ߽ߦઍᤨߩߟ .1

 ޕߚߞ߆ߥࠇ߹↢ߪߢਛ࿖ࡖࠪ࡞ࡍ
2. ℂᗐࠆߥߣฎઍߜࠊߥߔ⇇Ꮲ࿖ߩઁߪߦᡰ㈩ᒻᘒ߁߇ߜߣ․

 ޕߥߪߢߌࠊࠆ߇ࡓ࠹ജࠪࠬᮭߥ
3. ⽻ᐊ߇␠会⊛឵ߡߒߣ࠼ࡦ࠙ࠣࠢ࠶ࡃߩല߽ߡߒߣ⍾㊄ߣ

 ޕࠆ߇ሽ߁⸒
 ޕࠆ߇⇼ߥ߁ࠃߩᰴߚ߹ 

1. หߩߡߒߣ⪭ 
2. ㋕߇ਛߩᚑ┙ߦᓇ㗀ߚߒ 
3. ⇇ቬᢎߩߤ߇⒟ᐲਛߩᚑ┙ߦ㑐ଥ߆ߩߚߒ 
4. ᴺߩߤߪ⒟ᐲਛߩᚑ┙ߦ㑐ଥ߆ߩߚߒ 

 ਛߪ↢ᘒ学⊛᧦ઙࠅࠃߦቯ⊛ߥᓇ㗀߁⸒ߣߚߒࠍ┙႐ࠍᚒߪޘข

ߩ㑆ੱࠅߢᘒ学⊛᧦ઙ↢ߩ᪢ߪߣᘒ学⊛᧦ઙ↢߁⸒ߢߎߎޕࠆߡߞ

⋧↪ߩน⢻ᕈ߁⸒ߣⷞὐߦၮߊߠ↢ᘒ学ߡߞ߇ߚߒޕࠆߢ᳇㘑

 ޕߥߪߢ
ਛのᚑ立のᩮ 
㨫⚐☴ᮭജ߁ⴕߡߞ⛉ߦ㑐ଥߩജᮭߣⴕേߪߢߎߎࠍ化⥸৻ߥ߁ࠃߩߎ 

ࠆࠇ߹ㄟࠅขߦ❰⚵ߺㄟࠅขࠍ❰⚵ߒ論ℂ化߇ജᮭ☴⚐ߩߎࠇ߹↢߇

ᦨ߽ㆡ߇႐┙ߩߎߪߦߚࠆߔ⸽ࠍਥᒛࠆߔߣߚߒ┙ᚑ߇ㄭઍ␠会ߢ

ಾ߁ࠈߛ㨫 
 ਛߪߣੱߩⴕേߩ⿷႐ߚߚࠇ߹↢߇␠会⊛ߥ឵߇น⢻ߞߥߦ

߇឵ߥ⊛会␠ߡೋߡ᧪ߡ߇ੱߥߚᜬࠍ႐⿷ߩ㨫⥄Ꮖࠆ߃ߣߚ

น⢻߁ࠈߛࠆߥߦ㨫⿷႐߫ࠇߌߥ߇␠会⊛ߥ឵ߪ᧪ߥ㨫ߩߎ⿷႐ߪ

ᱺ᳃ࠆࠃߦ㐿ნ߇ߩࠆߔߣࠆߢ߹ߩߢਥᒛࠆߢ㨫ߦߢߔ㐿ნߒዧ

ߪࠇߎ㨫߁ࠈߛߊߦߒኻ᛫ߦജᮭ߽ߤ߃⸒ߣߩಽ⥄ߪߢᚲߚࠇߐߊ

ജᮭߦㅒߒ⪬ᴚߦᰴ第߇ੱߚߒᚲࠍߢᏢ࿖ࡑࡠ᧲߿ࡖࠪࠡ

 㨫ࠆ߆ࠊ߽ߢߚߒࠍገ↰ߚߔߺ↢ࠍੱߥ߁ࠃߩߎ߇
 ৻ᣇޔᧂ㐿ߪߢੱߪᰴߦޘ㐿ნࠍ進ߚࠆነ進ߩߤߥⴕὑࠅࠃߦ

ᮭജࠍ┵৻ߩ⥄Ꮖࠆߔߦߩ߽ߩ߇᧪ࠆ㨫㐿ნ߇ੱߩജ߁⸒ߣߔ߹ࠍ

ߣ⋧߇ߛ߁ࠃࠆߔ㐿ნᮭ߇⾆ᣖߦ㒢߇ߣߎ߁ߣߚࠇࠄㅒߦฎઍߩ

ᮭജߣኻ┙ࠆߔਛ⊛ߥᱞ჻␠会↢ࠍࠆߥߦ㨫ࠄߥߗߥ㐿ნᮭࠍ⾆ᣖ

ਛߦਅߩᣖ⽕ߩߎߡߒߘ㨫ߥ߃ࠅ߆ߒᣖ⽕ߩᣇߪߦࠆߌฃࠅ⼑ࠄ߆

ዊߩ⽕ᣖ߇ነ進ߦࠄߐߒࠍਛዊ⽕ᣖߩਅߦንㄘ߇ߤߥነ進߁ߣࠆߔࠍ

㊀ጀ⊛ᮭߥജ㑐ଥࠆࠇ߹↢߇㨫␠会⊛ߥ឵ᮭߥ߁ࠃߩߎߪജߡߞߋࠍ

ⴕޔࠅߢߩߚࠇࠊ␠会⊛឵ᮭߪߣജ߇␠会ߩᧃ┵ߢ߹ߦዯ߈ㅒߦ␠会

ߣߎ߁ߣߚᓧࠍᚻᲑߩᗧᕁવ㆐ߩᏆ⥄ߢ߹ߦਛᨔߩਛᄩᮭജ߇┵ᧃߩ

 㨫߁ࠈߛࠆ߃⸒ߣߚߞߥߣᄾᯏߩ論ℂ化ߩജᮭߪࠇߎ㨫ࠆ߽ߢ
ᧂ㐿ߪࠬࠢࠕߩജ߳ᮭߣ↱⥄ߣ⺈ᔘߩੱޔ論ℂ化ߩജᮭߥ߁ࠃߩߎ 

߇ᐢࠆ߇ᱺ᳃ᢥߣߥߢ㔍ߒ㨫ᮭߦࠄߐജࠪࠬ߇ࡓ࠹ᧄᩰ⊛ߥ㐿

ნࠆ߹ߓߪ߇એ೨ߦᚑ߁⸒ߣࠆߡߞ┙ࠅ㕖Ᏹߥࠇ߹ߦ⁁ᘒ߇ᚑߞ┙ࠅ

⊛ᧄᩰࠍ㐿ნ߇ዊ集࿅ߪੱߪߣ㐿ნߥ⊛ᧄᩰߩߎ㨫ࠆ߇ᔅⷐࠆߡ



 㨫ࠆߢᗧ߁⸒ߣࠆߌ߇ᚻߦ
ᮭജの論理化のᩮ 
 ᮭജߩ論ℂ化ߦ߁ࠃߩߎߪߣࠆ߫ࠇᗧߪߢੱᮭࠆࠃߦജߩਸ਼

ࠅขߡߒߣ❰⚵ജᮭࠍੱ߇ജᮭ߫߃⸒ߦㅒߪߣࠅขߞ㨫ਸ਼ࠆߢࠅขߞ

ㄟߛࠎࠅߥߦੱࠄ߆ᮭ߫ࠇജߪߊߒ߽❰⚵ߦ㓏⚖ߡߒߣෳടߚߒ

ߟᜬࠍജᮭߩ⥄⁛ߢ߹ߦޘ㓈ߩ会␠ޔߪߣߎߩߎߦࠄߐ㨫ࠆߥߦ߁⸒ߣ

࿕ߩޘੱߩ㗔ၞ߇ήᢙ߁⸒ߣߚࠇ߹↢ߦࠍᗧࠆߔ㨫ᕭᗧ⊛ߥജᯏ

᭴ᮭߩߡߒߣജߊߥߪߢ␠会ߩ㓈ߢ߹ߦޘ߱ᮭജ߇ࠢࡢ࠻࠶ࡀߩᒛ

ߥ߁ࠃߩߎ㨫ࠆߥߦߚߞ߇᧪߇♽ߩᖱႎޔႎ㈽ߣോ⟵ࠇߐࠄᎼࠅ

ᮭജߩ♽ߦࠇߘߣၮߊߠⴕേࠄ߆ㄭઍ⊛߇❰⚵ߥಽ㔌ࠆࠇ߹߁ߡߒ㨫 
ജߺㄟࠅขߦᏆ⥄ࠍᆭᮭ߇ജᮭࠆࠇߐߦޘੱߒ⸂ಽߥ߁ࠃߩߎ 

化ࠅߤࠎߣ߶ߪߣߎࠆߔᓧߦߢߔߪߩߥߚㅢࠆߢࠅ㨫߽ߘ߽ߘਛ

ߥ߁ࠃ↢ࠍ␠会ߪᐔ╬ߥ␠会ᮭࠅߢᆭᮭߣജ߇৻化ࠆߔߪ

ߒ化৻߇ᆭᮭߣജᮭߪߢࡄ࠶ࡠ࡛߿日ᧄߡߞ߇ߚߒ㨫߁ࠈߛߥ߃ࠅ

㨫ࠆߢਥᒛߩߢߎߎ߇ߩ߁ߣߚߞ߆ߥዋߪน⢻ᕈࠆߔ┙ᚑ߇㚂㐳ߚ

㨫ߥࠇ⍮߽߆ߩࠆ߇น⢻ᕈߚߞߎ߇㚂㐳化ߦ߁ࠃ߁⸒߇ߒ߆ߒ

㚂㐳߇ࠆߎน⢻ᕈߪ大化ߩᡷᣂ೨ᓟᤨߩߎࠄ߆ࠆߢઍߪኽᑪߩ

 㨫ࠄ߆ߛߩߥ߃ߐ⧙⪙
╙２┨� ᦨㆡ㈩⟎とᄌ឵ࠍ行ᮭ߁ജと⚵❱�

ᮭജと論理 

 ᮭജߪߣ߁⸒ߣ߆ߦኻޕࠆࠈࠈߪ߃╵ࠆߔᚒᮭߪޘജߪߣ

ォ឵ߩᣇะޕࠆߡ߃⠨ߣࠆߢ↪ᄌ឵ࠆ߃߆ࠍᣇะߩ会ో␠߿❰⚵

ߒޕ߁ᄬࠍ႐ߩᵴ↢ߪޘੱߒੂᷙߪ❰⚵߿会␠ޔ߫ࠇߌߥࠊߥⴕߦᢧ৻ߪ

ߣ㑆ᤨߪߡߡߒᷤߩߚࠆ߃ᄌࠍᣇะߩో❰⚵߇㑆ੱߩޘߒ߆

ദജߩή㚝㆜߇ߌߛੱ৻ߚ߹ޕ߁߹ߒߡߞߥߦⴕേࠍᄌੱߩઁ߽ߡ߃㑆

 ޕߥ߆ߊᚻߪᄌ㕟ߒ┙ቅߪ㑆ੱߩߘ߫ࠇߌߥࠄࠊᄌ߇ⴕേߩ

ߢᚻᲑ߁⸒ߣߪജᮭߦ࿎㔍߁ߣᣇะォ឵ߩో❰⚵ߥ߁ࠃߩߎ 

ߞᜬࠍᒝജ߇ജᮭߪߩࠆ߃ߥⴕ߇ജᮭࠍࠇߎޕࠆ᧪߇ߣߎ߁߆ะߜ┙

߫ࠇߔᒝࠍߣߎߥ߈ߢหᗧ߇ޘੱߒ߆ߒޕߥࠄߥઁߦࠄ߆ࠆߡ

ࠃߦജᮭࠈߒߦࠇߕߒ߆ߒޕ߁߹ߒߡߒ፣უߪജᮭࠅߥߊߥࠊᓥߪޘੱ

ߢߣߎࠆߔᄌ㕟ࠍଔ୯ⷰ߿ᣇࠅߩ❰⚵߿ⴕേߩߢ߹ߪᣇะォ឵ࠆ

 ޕࠆߢࠎ߽ࠍォ឵ߩ᭴ㅧ⥄ߩ❰⚵ߪォ឵ߩ論ℂߩߎޕࠆ

 ߩਛߪߡోߩ論ℂߢᮭߢߩࠆࠇߐജ߇論ℂࠍォ឵ࠆߔᯏ᭴ߡߒߣ

߽ਇᕁ⼏ߦ․ߒ߆ߒޕߥߪߢ日ᧄᮭߪߢജߪߣ᥉ㅢޔᒝߚ߹ࠇࠄߺߣ

ᷤߣᅷදࠍⴕߣߩ߽߁ߥᮭߒ߆ߒޕࠆߡࠇࠄജߩᧄ⾰߿❰⚵߇集࿅

ޔᮭ߫ࠇ߃⠨ߣࠆߢߣߎࠆߌะߦᣇะߒ߹ᦸߩቯ৻ࠍ࿖᳃߿ ജ߇論ℂ

 ޕࠆߢᒰὼߪߩࠆ߃⠨ߣߛߩ߽߁ߥⴕࠍ論ℂォ឵ࠅߢ

ߣߎࠆߖࠊวߦᴫ⁁ࠍ経༡ᣇ㊎ߒォ឵ࠍ❰⚵߇経༡ߩߢડᬺ߫߃ߣߚ 

ޕᮭࠃ߫ࠇ߃⠨ࠍ ജߩਛᔃࠆߢᐭޕࠆ߃⸒߇ߣߎߩߎ߽ߦᴦߪᅷ

දߊߥߪߢ論ℂࠍㅢߔޕߥࠄߥઁߦ論ℂࠅࠃߦ␠会ࠍ✬ᚑߒォ឵ߡߒ

 ޕࠆߢછോߩᐭ߇ߣߎߊ

ᮭߥ߁ࠃߩߎޕࠆ進ࠍ論ߡߒߣࠆߢ論ℂߪߣജᮭߢߌࠊߥ߁ࠃߩߎ 

ജࠍ論ℂࠍታⴕᮭࠆߔജߜࠊߥߔ論ℂᮭജߣฬޕࠆߌߠ論ℂᮭജᮭߪߣജ

ߥߦ論ℂ᭴ㅧ߇᭴ㅧ⥄りߩജᮭߦߣ߁⸒ࠍߣߎࠆߔⴕേࠅࠃߦ論ℂ߇

 ޕࠆߡߞ⸒߽ࠍߣߎࠆߡߞ

 ᮭജߩ᭴ㅧ߇論ℂߪߣࠆߢ߫߃⼏会ߩޘੱ߇ᗧߩࠅߣࠍ

ឃߣߩߎޕࠆ߆ಽ߽ߢߣߎࠆߔឃ㒰ߪᗧߩㆬ߮ઁࠍߩ߽ߩᦨ大ߩਛߩ

㒰ߦߐ߹ߪ論ℂ߿集ว論ޕઁࠆߢߩ߽ߩߘ ኾ߫߃ߢߓᒻ߽หߩജᮭߩ

ᮭജߪࠍขߩੱ৻ߚߞߚߕࠄ⊞Ꮲߩᗧࠍណ↪߽ࠇߎޕࠆߔ論ℂߩᒻ

ᑼޕࠆߢߟ1ߩ 

ߡߒᗧࠍኾᮭജߥ߁ࠃߩߎߪᗧ߁⸒ߣ論ℂᮭജߢߎߎޔߒ߆ߒ 

ߩޘ集ߊᚻࠍᗧߩ会␠ߪߣ論ℂᮭജ߁⸒ߢߎߎޕߥߪߢߌࠊࠆ

ߡߞ⸒ࠍᒻᑼߛࠎㄟࠅขߦౝㇱ߇ജᮭࠍ᭴ㅧࠆߔવ㆐ࠍቯ㗄ߦޘੱ

⸒߽ߣࠆߢࠎㄟࠅߦౝㇱߩജᮭ߇ੱ߫ࠇߔࠍᣇߩߪࠇߎޕࠆ

ᮭߺㄟࠅߦജᮭ߇ੱߦㅒޔߺㄟࠅขࠍੱ߇ജᮭߪߣ論ℂᮭജޕࠆ߃

ജߩ৻ㇱࠍ⥄ಽࠆߡߒߦߩ߽ߩ⁁ᘒᮭߥ߁ࠃߩߎޕࠆ߃⸒ߣࠆߢജߩ

᭴ㅧߪฎઍߊߥߪߦਛߩᢥߣ㊁ⱄᷙߩࠇ߹߁ߡߒߣኽᑪᤨߩઍ

 ޕߚߞⴕߡ߃ᢛࠍᒻߦᰴ第ߦ

 ᮭജߪ論ℂォ឵ࠍⴕߣࠆߢߩ߽߁ߥᮭߦജ⥄りߩౝㇱ᭴ㅧ߇߹

ߡߒࠍ論ℂ᭴ㅧߔㅢࠍᗧߥࠈࠈߡߞ߽ߢ論ℂᒻᑼߦ߁ࠃߚߞ⸒

 ޕࠆߔߣ論ℂᮭജࠍᒻߩജᮭߥ߁ࠃߩߎޕࠆ

ജᮭߥ߁ࠃߩߎߪߦ⊛ᱧผޕࠆߢ論ℂߪߣജᮭߦ߁ࠃߚߒ⺑ߦߢߔ 

ੱߦㅒߺㄟࠅขߦౝㇱߩജᮭࠍ㑆ੱߖߐᓥዻࠍ㑆ੱ߿❰⚵߇ജᮭߪᒻߩ

ߣߎߚߒߦߩ߽ߩಽ⥄ࠍㇱ৻ߩജᮭߒᅓ◪ࠍജᮭߒ進ߦജᮭ߇❰⚵߿

 ޕࠆߢߩ߽ߥ߁ࠃߩߎߪߣㆊ⒟ߩኽᑪޕߚࠇ߹↢߇論ℂᮭജߢ

 論ℂᮭജߪᣇะォ឵ߩ❰⚵ߣ᭴ㅧࠍࠅߩߟ2߁ߣߔ㕙ࠍᜬߞ

 ޕࠆߺߡ߃⠨ߡߟߦ論ℂォ឵ߕ߹ޕࠆߥߦߣߎࠆߡ

ᦨㆡ㈩⟎とᄌ឵ࠍ行ᮭ߁ജと⚵❱�

㧜㧚のߓߔ 

ᄌߡߒߦ᭽ߩߤ߇ᗧ－ଔ୯߽ࠍᮡ⋠ߡ߅ߦ❰⚵ߪ࡞࠺ࡕߩߎ 

ࠕ߇ᗧ－ଔ୯ޕࠆߢࡑ࠹ၮᧄ߇ࠇߎޕࠆߡߞᛒࠍ߆ࠆࠇߐ឵

ᗧ－ଔߩߎߒࠍᗧ－ଔ୯߇ᚑຬ❰⚵ߪᩮߩߟ৻ߟᜬࠍࠖ࠹

୯ߢⴕേߩߎޕࠆߢࠄ߆ࠆ߈ߢ੍᷹ࠍ᭽ߥᗧ－ଔ୯ߩ⇇ઁߪ⠪ߩㆬ

ᛯߦଐሽߪࠇߎޕࠆߡߒৼᐲޔ↢ᘒ学ߩߢⅣႺߦ⋧ᒰޕࠆߔⅣႺߦᐢ߇

 ޕࠆߡߞߥߦⅣႺߥߚᣂߪߡߞߣߦ‛↢ߩઁߦหᤨ߇り⥄‛↢ߚߞ

 ੱ㑆߁ߣᗧ－ଔ୯⇇ߦ⠪߽ߡߞߣߦห᭽ߢⅣႺߣ⥄Ꮖߩߣ

⋧↪ޔߡߞࠃߦⅣႺߪ⥄Ꮖߩജߪߢᄌޕࠆߡߞߥߣߩ߽ߥࠇࠄ߃

ߩੱ৻ੱ৻ߒࠍᮡ⋠߇ੱߪ❰⚵߫߃ޕࠃ߽ߡߞߣᘠᕈജࠍࠇߎ

ੱ㑆ߩⴕേ߇ߩߎޕࠆߡߞ߇ߥߟߦ᭽ߥ⚿߮ઃߩੱ৻ߚࠆ߇߈

ੱ㑆߇ൎᚻߥⴕേޕࠆߥߦࡃࡃߪ❰⚵ߣࠆߔࠍ 

߁ࠍᘠᕈജߩᗧ－ଔ୯ߥ᭽ߩߎߪߦജᮭ߇ߒ㔍ߪߩࠆ߃ᄌࠍࠇߎ 

ޕోࠆ߇ജࠆ߈ߢᄌ឵ߣᮡ߳⋠ߥߚᣂࠍ❰⚵ߒᶖߜ ⴕߦᢧ৻߇㑆ੱߩߡ

േࠍᄌࠆ߃ߦ⊛₸⏕ߪਇน⢻ᮭࠅߢജࠆࠃߦᣇะォ឵ߩߘ߇ᄾᯏߦ

 ޕࠆߥ

１㧚�基本的考߃� �

 㧜㧚ߩߢߓߔߩ⼏論ࠍၮ␆ߡߒߦ߁ࠃߩߤ߇❰⚵ߦߦ৻ᢧߦᄌࠆࠊ

 ޕ߁⸒ߣᄌ឵ࠍᢧᄌ឵৻ߩߎޕࠆߔ⺑ࠍ߆

ⴕേၮḰߩ❰⚵ߒㆬᛯࠍAߩ$,ᘒA⁁ߥㆬᛯน⢻߇㑆ੱࠆߔߊߙߦ❰⚵ 

⌕࿕ߦA߽ߡߞߥߊߒ߹ᅢ߇$ߢᄌ化ߩᴫ⁁ޕࠆߔߣࠆߡߞวߦࠇߘ߽

ޔᮭᤨߩߎޕߥࠇ$߳⒖ߪߢᘒ⁁ߚߒ ജ߇ᦨㆡ⁁ᘒ$߳⒖ⴕߣ߁ࠃߒឭ

ᘒ⁁ߚߡߞ߹集߇ޘੱߢ߹ߣࠆߔ᩺ A ⁁ߚߞ߆ߥߩੱߢ߹ࠄ߆

ᘒ$߇ޘੱߦ集߹ߣࠆ⏕ାࠆ߈ߢ႐ว߇ᄙᮭߩߎޕജ߇ዉߊⴕേߩᄌ化

 ޕࠆ᧪߇ߣߎࠆ⒖ߦ$ᘒ⁁ߪޘੱࠅࠃߦ

ଔߒᣂߢో❰⚵ࠅࠃߦᄌ឵ߩଔ୯ߩߢᗧⓨ㑆ߪ⒖ⴕߥ᭽ߩߎ 

୯߇ࠇᣂߥߚଔ୯ၮḰ߇❰⚵ࠅࠃߦ✬ᚑࠆࠇߐน⢻ᕈ߇ߢߚࠆࠇ

߈⸂߇ᚑຬࠄ߆ว⚿ߩߢ߹ࠅࠃߦߣࡦࡊߔ␜߇ജᮭߩߎޕࠆ

 ޕࠆߥߦ߁ࠃࠆ᧪߇ࠆߔᦨㆡ⁁ᘒ߳⒖ⴕࠇߚ

２㧚⚵❱のੑߟのォ� � � � 基␆概ᔨࠄ߆の⿷�

ߟੑߚߒ࿕ቯߪߟ৻ޕࠆߡࠇࠄߌಽߢዪ㕙ߩߟੑߪォߩߢߎߎ 

ࠆߔታࠍ⒖ⴕߩᘒ㑆⁁ߩߟੑߩߎޕࠆߢォߩ㑆ߩ$,ᘒA⁁ߩ❰⚵ߩ

ᚻᲑߡߒߣଔ୯ߩᄌ化߁ߥ߽ߣߦ࿕ቯ⁁ᘒޔࠄ߆ᣂߒ⁁ᘒ߳⒖ߩߚࠆ

ᵹേ⁁ᘒߜࠊߥߔޕࠆࠇ߹↢߇ଔ୯߿ⴕേߩᄌ化߇ᩮరߩߎࠅߦᄌ化ࠍ

ᮭജ߇ଦ進ޕࠆߔ 

⚵❱論ࠄ߆て�

 એߩߪ⚵❱論ߩὐࠄ߆߆߁ࠈߛߩࠆߥ߁ߤߣࠆ㨫⚵❱論ߪή㒢

ജࠅࠃߦᏅߩജߥ⊛会␠ߪ࠙ࡉ㨫ࠆ㒢ߦߟ3ߩᰴߪߢߎߎ߇ࠆߦ

ᮭ߁ࠍᒝߪߦᤨࠆ߇Ꮕߦജޔࠅߎ߇឵ߪߦᤨࠆߡߒဋⴧ߇

ജࠆߔߣࠆࠇ߹↢߇㨫ᮭജߣ឵ߩᏅߪ␠会⊛ߥ᭴ㅧߢߩࠆ߹߈ࠅࠃߦ

ߦࠇߎߪ߃⠨߁⸒ߣ⟎ജⵝ�ജᮭޕߥࠄߥઁߦḮᴰߩജᮭ߇Ꮕߩജࠅ

߹ࠆࠇ㨫ߦ߁ࠃ߁⸒ߩ࠙ࡉജߩᏅᮭ߇ജࠍ❰⚵߫ࠇߔߣࠆߢ৻ቯ

ᣇะߦᄌࠆ߃Ḯᴰ߇ߩ߁⸒ߣࠆߥߣᚒߩޘਥᒛࠆߢ㨫ᓥߡߞ論ℂᮭജ論

 㨫ߥߪߢߩ߽ࠆߔቯุࠍ࠙ࡉߡߡߞߥߦ߈ਅᢝ߇論⼏ߩ࠙ࡉߪ

 ৻ᣇ࠙ࡃࠚ㨺ߪോಣℂߩ♽ߡߒߣቭࠍ論ޕߚߓㄭઍቭ

ߩߎ㨫߁ߥߎ߅ߦ⊛ᯏ᪾ࠍോಣℂᓥߦ⚂ⷙߡߞᴪߦࠇᵹߩോߪߢ

ോಣℂߩ♽ࡃࠚ࠙߁⸒ߣ㨺ߩቭ論߽ᚒߩޘਥᒛߦߪߢߩ߽ࠆߔ

ࠇᵹߩᖱႎ߿ㅢ⇹ߩᗧᕁޕࠆߢߓหߣ㨺ࡃࠚ論ℂᮭജ論߽࠙ޕߥ

႐⿷ߩߘࠍ論⼏ߩࡃࠚ࠙ߪ論ℂᮭജߢὐ߁⸒ߣࠆߔಣℂߦ⊛論ℂࠍ

 㨫ࠆߡߒߦ

論ℂಣߩോߊߠၮߦ⚂ⷙߪߣോಣℂ߫ࠇࠄ߆論ℂᮭജߜࠊߥߔ 

ℂߥࠄߥઁߦ㨫ߩߎὐߢ論ℂᮭജߩߘߪ 1 ㇱࡃࠚ࠙߇㨺ߩቭ論ߩ



ォ឵ࠍᣇะ߁߆ะߩ❰⚵ߪၮᧄߩ論ℂᮭജߒ߆ߒ㨫ࠆߡߞߥߦ߃឵⸒

 ޕ߁㆑ߢὐߩߎߪߣ㨺ࡃࠚ࠙ࠅߢߣߎࠆߔォ឵ࠍ᭴ㅧߩ❰⚵ࠅߚߒ

⚵ߪ࠻ࠬࠦ߈ᒁࠅ㨫ขࠆ߇⺑࠻ࠬࠦ߈ᒁࠅขߩࡦ࠰ࡓࠕࠖ࠙ߦࠄߐ 

ߕࠄߥ߫ࠇߌߥߐតࠍᚻ⋦߈ᒁࠅขࠅߛࠎ⚿ࠍ⚂ᄾߜߜߣߥ߇❰

⋦߈ᒁࠅข߫ㄟࠅขߦ❰⚵ࠍ❰⚵߿ੱߩࠄࠇߎὑߩߎޕߐ߆߇࠻ࠬࠦ

ᚻࠍតࠅߚߒᄾ⚂ࠆߔࠅߚߒᚻ㑆߇࠻ࠬࠦߌ⋬߇ਅ߇❰⚵ߚࠆ߇

ࠦߚߒᒛࠍ⺑឵ߩ࠙ࡉߢᗧࠆߪ࠻㨫ขᒁࠦࠬࠆߡߒߣࠆߥߦ

ࠆߔߣࠆᄁࠍᏆ⥄ߦജᮭߪੱߚࠆߔᦨ大化ࠍ↪ലߩᏆ⥄ߪࡦࡑ࡞

ขᒁ⺑ࠍ໒ޕ࠙ߚ߃ ⚵ߡ߃ᄌࠍⷞὐߣࡦࡑ࡞ࠦߪ⺑ขᒁߩࡦ࠰ࡓࠕࠖ

 ޕࠆߡߓ論ࠍ❰

 ⁁ᘒAߣ⁁ᘒ$ߩᲧセߩ࠻ࠬࠦߪߣᲧセ߽ߚ߹ޕᷤߪߢߩ⁁ᘒ

ߞ⸒ߣߓหߣ࠻ขᒁࠦࠬߩࡦ࠰ࡓࠕࠖ࠙ߪߩࠆߔߣߒ㔍߇ߩࠆ⒖ߦ

⚵ߦᘒ⁁ߩࠄ߆ᘒ⁁ࠆߪ⺑߈ᒁࠅขߩࡦ࠰ࡓࠕࠖ࠙ߒ߆ߒޕࠃߡ

ߩߎߪ論ℂᮭജߒኻߦࠇߎ㨫ߥߪߢ⸶ࠆߡߞᛒࠍ㗴ࠆ⒖ߦᢧ৻߇❰

ࠦ߈ᒁࠅขߦߊߣ㨫ࠆߡߞᛒߦਛᔃࠍ߁ⴕ߇ജᮭࠍᄌ឵ߩᘒ⁁ߥ߁ࠃ

วᗧ߿〝ㅢߩ❰⚵ߪ論ℂᮭജޔߒኻߦߩߥ߈ߢㅀ⸤ࠍ᭴ㅧߩ❰⚵ߪ࠻ࠬ

ߪߣ論ℂᮭജ߫ࠇߦ߁ࠃߩߎ㨫ࠆߡࠇߋߔߢὐࠆ߈ߢㅀ⸤ࠍ᭽ᑼߩ

 㨫ࠆ᧪߇ࠆߣߩ߽ߚߞᴪߦࠇᵹߩ論❰⚵ߩߢ߹

ߡߒߣ⟎ⵝࠆߔᄌ឵ߌะߦᮡ⋠ࠍ❰⚵ߪ㨫ᮭജࠆߥߦ᭽ߩᰴ߫ࠇߣ߹ 

ߪߢ⺑឵࠻ขᒁࠦࠬߪജࠆ߃ᄌ߇ജᮭࠍᮡ⋠ߩߎޕࠆߢਛᔃ߇ᓎഀߩ

࠾ࠞࡔォࠆ߃ᄌࠍᱧผ⊛ᘠᕈ߇❰⚵ߪ↪ߩജᮭߩߎޕߥ߈ߢࡃࠞ

 ޕࠆߥ߽ߦಽᨆᚻᴺߩޠᘠ⠌ޟߩࡦ࠰ࠫࡎࠅߢࡓ࠭

 ᐲ߽ᒝ⺞ᮭ߇ࠆߔജߪߣᚑຬࠍ৻ቯᣇะޕࠆߢࡓ࠭࠾ࠞࡔࠆߌߦ

ߎޕࠆߡߞߊߟࠍ〝ቯㅢ৻ߥ⊛論ℂࠆߔಣℂࠍᕁᗐ߿‛ߪജᮭߦࠄߐ

ޕࠆߡߞߥߦᩮࠆߔߣ論ℂᮭജࠍജᮭ߇論ℂ᭴ㅧߣ論ℂォ឵ߩജᮭߩ

ߦᔨߩ集࿅ߚߒ␜ߦߢߔ߇᪢ߪࡓ࠭࠾ࠞࡔߩᒻᚑߩ集࿅ߥ߁ࠃߩߎ

㑐ଥߢߩࠆ߇ዋߒㅀߚ߈߅ߡߴ㨫 

３㧚ᮭജᯏ᭴߳のᚑຬのዻᕈ࡞࠺ࡕ�

 㨬േ‛ߩ␠会⊛ᐓ 㨭ᷤߢ᪢ᔘᄦߩ⟲ߪᚑ┙ᩮࠍߩઁ߇߳ㄭ

ޕᮭߚߒ␜ࠍ࡞࠺ࡕߟ┙ࠅᚑߦ⊛₸⏕߇⟲ߒߣ₸⏕ߊߠ ജߩઁߪࠍᒁ

ߪߢജ論ᮭߪߩ߽ߚߒ␜ߩ᪢ޕࠆߖߥߣዻ⁁ᘒࠆ߃ਈࠍᓇ㗀ߌߟ߈

ߦ߁ߦ㑆␠会ੱࠍℂ論ߩ᪢ߒߛߚ㨫߆ߜߦ論⼏ߩޘᚒࠅߥ߆߇ߥ

႐ᚲ߿ଔ୯ߩછᗧߪ┙ᚑߩ⟲ߩ㑆ੱߪߢ࡞࠺ࡕߩ᪢ߩߎޕࠆ߇㗴ߪ

♽ߩߦߚߔߥߎࠍ㗴⺖ߪ❰⚵ߒ߆ߒޕ߁߹ߒߡߞߥߦߣߎࠆߎߢ

ࠍߩߎޕࠆߥ⇣ߪߣ⟲ࠅߢߩࠆὐߪᰴߦ߁ࠃߩޕࠆߖ 

㧠㧚⚵❱ᬺ♽と♽㑆⋧ォ࡞࠺ࡕとࡐテ࡞ࡖࠪࡦのጊ�

 ⺖㗴ߔ⸵߇A߁⸒ߣ$ޔ㧞ߩ♽ߩA߇ޘੱߦ⟎ߩ$ߒᣇ߇ᦸ߹ߒ

⒖߽ߡߊߒ߹ᦸ߇ᘒ⁁$ߪߦታ㓙ߒ߆ߒޕࠆߢߕߪࠆ$߳⒖ࠄ߆Aߣ

 ޕ߁߹ߒߡߍᅹࠍAψ$ㆫ⒖ࠅ߇㗴ߩ࠻ᔃℂ⊛ࠦࠬߦߩࠆ

㧡㧚スࡎࡘࠪ࠶ー࠼࡞とォน⢻ᦼᓙ୯�
⏕₸的ᓙᤨߜ㑆�� �

 ⒖ⴕ⏕₸ߩዊߪߐߐᚒߩޘឭߚߒ⏕₸⊛ᓙᤨߜ㑆ࠍ߫߃ᰴߩ᭽ߦ

)ሶ☸ߩߊᄙޕࠆߥ ࠄ߆A⁁ᘒߒ߆ߒޕࠆߡࠇఝߪᘒ⁁$߫ࠇ߹集߇ੱ(

$⁁ᘒ߳ᄙᢙ߇หᤨߦὼࠅߤࠎߣ߶ߪߣߎࠆ⒖ߦᓧઁߢ$ߚߥ⠪

 ޕߥ᧪⒖ⴕߦᘒ⁁$ߊ߈大ߦή㒢ߪ㑆ᤨߜᓙ⊛₸⏕߁会ߣ

 ᮭജࠍ❰⚵ߩߎߪᣇะォ឵ࠆߖߐജࠍᜬౕޕࠆߡߞ⊛ᮭߪߦജߪ

ߦޘੱࠍ᩺ߩߘࠅ✵ࠍ᩺ߡ集ࠍᗧᕁߩฦੱߒ⏕ࠍ〝ㅢߩᗧᕁߩޘੱ

વࠆ߃ߩߎߢᄌ឵ࠍน⢻ࠆߔߦ㨫ᮭജߩߎߩ᭽ߥวᗧ߿વ㆐ᯏ⢻ߪᱧผ

⸒ߣᷙߩ㊁ⱄߣᢥ߁⸒ߩߪᱧผߩߎߡߒߘ㨫ߚ߈ߡࠇࠄߊߟߦ⊛

 㨫ߥࠄߥઁߦߩ߽ߚ߈ߡࠇߐታߡߒ߅ߣࠍኽᑪ߁

㧢㧚ᮭജによるㆫ⒖↪� �

 ᮭജߪ⏕₸⊛ᓙᤨߜ㑆ࠍᄌ化ߩ❰⚵ߖߐォࠍታߎ߇ߩ߁⸒ߣࠆߔ

ޕᮭߚߞߢ論㗴ࠆߥߣਛᔃߩ論⠨ߩ ജ߇ᣇ㊎ࠍォ឵ޟߒ⚵❱ᚑຬ߇৻ᢧ

㐳߇㑆ᤨߜᓙޟߣࠆ߃⠨߇ᚑຬߣޠࠆߥߊ⍴߇㑆ᤨߜᓙߒ⒖ⴕߦ⁁ᘒߦ

ࠇ߃឵⸒ޔᖡᓴⅣޠߥࠇߐ❗⍴߇㑆ᤨߜᓙߕࠄߎ߇ੱⴕേߚ

߫వ߶ߩߤᘠᕈജ߇ᶖߡߒߘޕࠆߥߦߣߎࠆ߃Aޔ$ਔ♽߽ࠍࠄߜߤߩ

ቴⷰ⊛ߦᲧセߡߒㆬࠆߴ⁁ᘒᮭࠅߥߦജߪᣂߒㆬᛯࠍⴕߦ߁ࠃࠆ߃ߥ

 ޕࠆߥ

ߦ⚂ⷙ߁ᕁߣߒᱜ߇ޘੱߪߩ߽߁ߣଔ୯ߪߦ⢛᥊ߩ論⼏ߩߢߎߎ 

ޕ߽ࠆߢߩ߽߁⸒ߣߥ߉ㆊ߆ߒ ߁ࠃߩߎߪⴕേේℂߟᜬߩ㑆ੱߣ߽ߣ

ޔੱߒ߆ߒޕࠆߡߞࠃߦේℂߥ⊛⺑ߥ ޔᮭࠍ⚂ⷙߩߎࠆߔ᧤᜔ࠍޘ ജ

␜ឭߡߞࠃߦജᮭ߇ᗐ⁁ᘒߡߒߘޕࠆߡߞᜬࠍࡓ࠭࠾ࠞࡔߟ߈⸂ߪ

⁁ߒᣂߢߣߎ߁ᓥߦ－ࡓࡈᗐ⁁ᘒ－ଔ୯ߚߒ␜ߩജᮭ߇⊝ࠇߐ

ᘒޕࠆࠇ߹↢߇ 

㧣㧚結論�

 ᢙℂ␠会学会ߢ␜ໂߚߒ᭽ᮭߦജߪloIicߩ❰⚵ࠍࠇߎޕߥࠄߥઁߦ

⋧ォߣᄌᕈᮭޕߚߒ␜ߢജߪᗧߣ⚵❱㈩ࠍมޕࠆ 

ᐲの論理⸥の৻�

ࠃ߅ജᮭࠆߦਛᔃߩ会␠ߦ߁ࠃߩߎޕ߁ߎ߅ߡߒࠍࠅነߒዋߢߎߎ 

߮ᮭജࠍᩭ߇❰⚵ࠆߔߣ論ℂࠄߥࠆߢ␠会ߪ論ℂߢࠈߛࠃ߇ߩߔ

ޕࠆߢߕߪࠆ߈ߢ⸤論ℂࠍ⟲ᐲߩ᪢ߦ․ޔᘒ学⊛ⅣႺ↢ߡߞᓥޕ߁

ᮭ߫߃ജߩ৻ᒻᘒޔ⼏ߪ論ℂߦ߁ࠃߩߤߢޕ߆߁ࠈߛߩࠆࠇߐ 

 ⼏ߩ論ℂߪ࡞࠺ࡕ◲නߢᄙᢙߩࠅߣ�ᄙᢙએᄖࠍឃ㒰ࠆߔᒻᑼߥߣ

ߥ⊛ౕߩภ論ℂ⸤ߩߎ㨫ࠆ߃ⴕߢภ論ℂ⸤ࠍㅀ⸤ߩ会␠ߦ߁ࠃߩߎޕࠆ

ᒻߪⅣႺ߿ⴕേ߇ޕࠆߡᰴ߁߽ߦዋౕߒ⊛ࠍߣߎߥ⠨ޕߚ߃ 

ࠢࠕ �ࠬ

  ␠会ࠍᄌ឵ࠆߔᩭᮭߪജߚߒߣ㨫ᮭߒ߆ߒജ߽ࠍ␠会᭴ㅧࠍߡ

ߎ㨫ࠆߢᘒ学⊛ⅣႺ↢ߩߢᗧᐢߥ߁ࠃߩ⟲ᐲ߁ߩ᪢ߪߩࠆ

ޔ⚛ᕁᗐⷐ⚛㨮ᐲⷐ⚛㨮ᛛⴚⷐ⚛㨮‛⊛ⷐߪᘒ学⊛ⅣႺ↢ߩߢᗧᐢߩ

േᬀ‛ࠆߡߞߥࠄ߆ߤߥ↢ᘒ学⊛ⅣႺࠍ᭴ᚑࠆߔ⻉ⷐ⚛ࠍ/論ℂᮭജࠍ

ਛᔃ߇ߩ߽ࠆߔߣ␠会߿ᐲߡߒߣ✬ᚑߒ᭴ㅧ化ߎ߇ߩ߁⸒ߣߊߡߒ

 ޕࠆߢਥ㗴ߩ論⠨ߩ
 ᮭജߩ論ℂォ឵ߦߢߔߪ⺑ࠍ❰⚵ߪߢߎߎޕߚߒ᭴ㅧ化ࠆߔജߡߒߣ

ߡߒߣߟ৻ߩᔨ⻉ࠆࠊߟ߹ߦ᭴ㅧ化ߩജᮭߢߎߎޕࠆߺߡ߃⠨ࠍജᮭߩ

 㨫ߚߒ⺑ࠍࠬࠢࠕ
ធㄭߦ⽎ኻߦᤨࠆߔࠅߚߒ↪ࠅߚߒ឵ߒធㄭߦ⽎ኻߪߣࠬࠢࠕ 

᧪ߦ߁ࠃߩߎޕ߁ࠍߣߎࠆߪࠬࠢࠕ߫ࠇ␠会᭴ㅧࠍࠆᦨ߽㊀

ⷐߥⷐ࿃ޕࠆߥߣߟ1ߩ߫߃⼏ຬߚ߹ޔࠅߢࡊࠗࡄߩߣᚲߦ‛ߪኻ

ߡߞᜬࠍࠅࠊ㑐ߦᡰ㈩߿₸⢻ߪࠬࠢࠕߦ߁ࠃߩߎޕࠆߢࠬࠢࠕࠆߔ

   㨫ࠆߔ⺑ߡߟߦᚲᔨࠆߔ㑐ଥߦᡰ㈩ਔᣇߣ₸⢻ߪߢߎߎޕࠆ

ψ࠙ࡠ  ࠖ
␠会�ᐲ�⚵❱ߩᩭߩߡߒߣ論ℂᮭജ   �

�␠会ⓨ㑆ߩၮᧄ᭴ㅧࠍࠆ論ℂᮭജߣ集ว⽎�

概ⷐ  論理ᮭജ�

ਛᔃ߇ࠆߢᱺ᳃ᢥߣᘒ学↢ߪ࠼ࡢࠠߩᢥ論ߔ␜ߢႎ๔ߩߎ 

ㆊߩ論ℂ化ߪജᮭࠇߐᒻᚑߦਛᔃࠍജᮭߪ㨫ᢥࠆߢ論ℂᮭജߪᔨߩ

⒟ߚ᧪ߡߞߤߚࠍ㨫ߩߎߢߎߎ論ℂᮭജࠍ᭴ᚑ࠼ࡢࠠߩߟੑࠆߔ論ℂ

ኈ⋦ߪജᮭߣ論ℂߪߢ日ᧄ߽ߣߊߥ㨫ዋ߆߁ࠈߛߩߥߪߣᔨߩജᮭߣ

 㨫ࠆߡࠇߐ⸂ℂߣࠆߢߩ߽ߥࠇ
会論␠ߪജᮭ߫߃ᓥߦ߃⠨ߩޘᚒ߁⸒ߣࠆߢജᮭ߇ᩭߩ会␠ߒ߆ߒ 

ℂࠍ᭴ᚑߩߘߒᩭࠆߥߣሽߥࠄߥઁߦ㨫論ℂߪߣ␠会ᢥᴺ߽ߡߞ⸒ߣ

 㨫ࠆߡߒㆡߣߞߕ߇߁߶߁⸒ߣ論ℂߒ߆ߒ㨫⦟
ว⁁ᘒ߽論ℂ⚿ߩ会᭴ㅧ␠߇論ℂ߽ߩᕁ⠨ߪߣ論ℂ߁⸒ߢߎߎ 

ⷐߩ߽ߟᐞߪ会␠ߩޘ㨫ᚒ߁ᛒߡߒߣ 㨮᳞ᗧ㨮‛㨮ੱ߇࠲࡞ࠖࡈࠅߓ

วᚑ㨮ಽߥ᭽ߩߎ㨫ࠆߎ߇⽎会␠ߡࠇߐวᚑߒᷙࠇㆇ߫ࠇࠄߌ߆ߦ

㔌㨮ᄌ 㨮឵ឃ㒰߇␠会ㆊ⒟ߥࠄߥઁߦ㨫ߥ߁ࠃߩߎ⻉⒳ߩ␠会↪ߩߘߪ

↪⥄߇論ℂߕࠄߥઁߦ㨮論ℂ⸥ภࠍ߇ߣߎߔ᧪ࠆ㨫 

 ␠会ᐲߥ߁ࠃߩߎߪ論ℂㆊ⒟ࠍ৻ቯߩᒻᑼ➙ߦࠆߡߍ㨫ߩߎ➙

ߣࠆߔ৻ߡߞ㨫ᓥߥࠄߥઁߦ会⊛឵␠ࠆߋࠍജᮭߪᩮḮߩߍ

㕖Ᏹߦ㕖論ℂ⊛ߦ߁ࠃߥࠆ߃␠会ߩߘ߽ߢ␠会߇৻ቯߩ᭽ᑼߦᓥߡߞ

ߡߒᡰ㈩ࠍ会␠ߩߘߡߒߘޕࠆߡേᓥߦ論ℂߪ会␠ߩߘએࠆ

ߢᗧᐢߪജᮭߦ߁ࠃߩߎ㨫߁ࠈߛᒰὼߪߩࠆߡߞᓥߦ論ℂߪജᮭࠆ

論ℂࠆ߃⸒ߣߩ߽ߩߘ㨫 

ᮭߩߘࠅߢജᮭߪਛᩭߩ㨫␠会ߥࠄ㒢ߪߣജᮭ߇ਛᩭߩ会␠ߒ߆ߒ 

ജ߇論ℂߣࠆߴᒻᑼࠍ߁ߣࠆߡ߃ਥᒛ㨮․ߦ᳁ᣖหࠄ߆⣕

ߦ会␠߇ജᮭߒ┙⏕߇ജᮭߢㆊ⒟ࠆ⥋ߦㄭઍߡ経ࠍኽᑪࠄ߆ฎઍߚߒ

ขࠅㄟ߹ࠇ論ℂ化ߩߎ߇ߩ߁⸒ߣߚ߈ߡߒ論⠨ߩਥᒛࠆߢ㨫 

 ᮭജ߇␠会ߩਛᩭߪߩࠆߥߦ᳁ᣖห߇፣უߒฎઍᮭജ߇ᚑ┙ࠆߔ

ᤨએ㒠ߪߣߎࠆߢᰴߒ߆ߒޕߔ␜ߢ┨ߩฎઍᮭജ߇ᚑ┙߿࠼ࡦ߽ࠗߡߒ

ਛ࿖ߪߢฎઍᮭജߪหߦነ↢ߒㅒߦ჻大ᄦቭ߿ਔ⃰ቭߩߤߥ᳁

ᣖหߩઍ⠪ᮭ߇ജߦነ↢ߩࠇߚ߽߁⸒ߣࠆߔ㑐ଥߎޕߚߞߦ



߇ജᮭߚߩ 㨮ੱห㨮ቬᢎ㨮․ቯᯏ⢻ߚߒ┙⁛ࠄ߆⚐☴ᮭജࠆߥߦߥ

ㄟߺ⚵ߦਛᩭߩ会␠߇ജᮭ☴⚐ߦ᭽ߩ日ᧄ߿ࡄ࠶ࡠ࡛ߚߩߎ㨫ߚߞ߆

 㨫ߚߞ߆ߥᓧࠅߪߣߎࠆߥߦ論ℂᮭജࠆߔᯏ⢻ߡߒ化৻ߣ会␠ߡࠇ߹

ߒ߆ߒ㨫ࠆߡߒߦਛᔃࠍ論ℂߩߢߩ会᭴ㅧ␠ߪߣ論ℂߩߢႎ๔ߩߎ 

ᮭജ߇論ℂ化ߤ߶ࠆߔ߫ࠇߔᕁ⠨ߩ߽ߢ論ℂᮭ߇ജࠍേߔ߆᭽ࠆߥߦ㨫

߿឵߇ᗧᕁ⥄⁛ߩੱ߃ᶖ߇᳁ᣖหߪߣ論ℂ化ߩജᮭ߁⸒ߢߎߎ

ᄾ⚂ࠅࠃߦ⊛ߚ߹ߦ⼏ోࠅࠃߦߤߥ⊛ߦวᚑߩߚࠆߔᐲ߇

 㨫߁⸒ࠍࠆࠇ߹↢

 論ℂ߁⸒ߣᗧߦ߁ࠃߩߤࠍᛒ߆߁৻ᔕޔၮ␆⊛ߥ⺑ޕ߽ߚߒࠍ ዋ߁

 㨫ࠆߔࠍߩജᮭߒ

ᮭജ�

 ␠会ࠍ論ࠆߕᮭߢജߪߦ⸶ߥࠇ⸄ߡߟߦⴕߥ߆㨫ᮭߒ߆ߒജߣ

ࡑ߿ࡃࠚ࠙ࠬࠢ࠶ࡑ㨫ߥߡߞ߆⸂ߪߣߎߥ⏕ߡߟߦ߆ߪ

ߠၮߦ㑐ଥᕈߩߪߣࠇߎߚ߹ജ論㨮ᮭߩߡߒߣ⟎ജ-ᒝⵝߩࠬࠢ࡞

ᮭߚ߹㨫ࠆ߇ജᮭߊߠၮߦ឵ߩࡦࡑ࡞ࠦ߿࠙ࡉߦࠄߐജ論㨮ᮭߊ

ജߦ㘃ૃߚߒᔨᮭߡߒߣᆭࠆ߇㨫 

␠ࠍജᮭߜࠊߥߔߪࠇߎ㨫ࠆߔߦ㗴ࠍജᮭߩߢਛߩ会ᐲ␠ߪߢߎߎ 

会᭴ㅧߩਛᮭߡ߅ജࠍߩ߽ߩߘ㗴ޕߥߪߢߩࠆߔߣᐲߩਛᮭߩജ

ᓎߚࠇߋߔ߇ജᮭߪᗧ߁⸒ߣ �ഀ↪ࠍᐲߩਛߢᜂ߁⸒ߣࠆߡߞ

㛽ᩰߩ❰⚵ߢߩࠆߡߒࠅࠍ〝ㅢߥ⊛ၮᧄߩ❰⚵ߪജᮭߩߎޕࠆߢ

ജᮭߢᒻߛࠎㄟၒߦਛߩᐲࠍജᮭߪᣇᴺߩߎޕࠆ߃ߣࠆߡࠍ

ㄟၒߦജᮭࠍᐲߡߒߦਛᔃࠍജᮭߦ߁ࠃߩࠬࠢ࡞ࡑߢߩ߽ࠆࠍ

 ޕ߁㆑ߣᣇࠆߺߣ⟎ജⵝࠍജᮭߡߞ߇ߚߒޕࠆߢᱜኻߪߣߩ

ޕߚߒߣࠆߔォ化ߦജᮭ߇឵ߣࠆࠇߐ㒢߇ㆬᛯࠅࠃߦᐲߪ࠙ࡉ 

ߦ⊛ᔀᐩࠅࠃࠍⷞὐߩߎ㨫ࠆߡዉࠍജᮭࠄ߆ⷞὐߩ឵ߪᣇߩߎ

ޕࠦࠆߢࡦࡑ࡞ࠦ߇ߩߚ進ߒ ࠅࠃߦ឵ߥ⊛会␠ߪੱߪࡦࡑ࡞

ᮭജᮭߦ㒢ࠍᆔ⸤ߒ⥄Ꮖߩ⋡⊛ታࠍ࿑߁⸒ߣࠆⷞὐᮭࠄ߆ജߩᚑ┙ࠍ

論ࠆߡߓ㨫ࠦߪࡦࡑ࡞ੱߩⷞὐᮭࠄ߆ജࠍ論ߓᄾ⚂ߦၮᮭߊߠജߣ

 㨫ߔਅࠍଔ⹏ߥ⊛⢐ቯߡߟߦജᮭߢὐ߁⸒

ㆬᛯの⢛᥊としてのⅣႺ�ᔕ♽�

ߎߎ㨫ࠆߢ大ߩᢙℂ␠会学߇ߩࠆࠍ⽎会␠ࠄ߆ੱߥ߁ࠃߩߎ 

ᮭࠆߦਛᔃߩ⟲ᐲ߁⸒ߩ᪢ߜࠊߥߔ᭴ㅧࠆߡࠇ߆߅߇ੱߪߢ

ജߪߣࠍ߆㗴ᮭߒߦജࠍᛒߚߒߦߣߎ߁㨫 

論理ᮭജ�⚐☴ᮭജ�⛘ኻᮭജにߟて�

 ⚐☴ᮭജࠆࠇ߹↢߇ᱧผ⊛経✲ߪᓟߢㅀ߇ࠆߴ⚐☴ᮭജ߇論ℂᮭജߦ

ᄌߩࡓ࠭࠾ࠞࡔࠆࠊⷐߊ߅ߡߒ␜ࠍ㨫 

ࠊߥߔޕࠆߌߠฬߣജᮭ☴⚐ࠍࠇߎ߈ߣࠆࠇ߹↢߇ജᮭߥߒᓥዻߦઁ 

ޕࠆߢജᮭ☴⚐߇ᘒ⁁ߥߒᓥዻߦ会⊛ᯏ⢻␠ߩઁߩߘห߇ജᮭߜ

ߡࠇ㔌ࠄ߆ജࠆࠁࠄ߇ߛ߁ߘᒝߪജᮭߚߒ┙⁛ࠄ߆ߩ߽ࠆࠁࠄ

ߪജᮭ☴⚐ߦ߁ࠃߩߎޕߥ߆ߒߢߩ߽ᒙߪജᮭߩߎߪߦታ㓙ߚࠆ

߁ࠃࠆߔଐሽߦ╬ᐔߦജߩߡోߩઁߚࠆߡߒ┙⁛ࠄ߆ߩ߽ࠆࠁࠄ

ޕᮭࠆߢ⸂ಽߩᆭᮭߣജᮭ߇ߟ1ߩߘޕࠆߥߦ ജࠄ߆ߩ߽ࠆࠁࠄ߇⁛

⺑ߡߟߦ⸂ಽߩജᮭߣᆭᮭߡߒߣ㩅㩧㩖㩩㩣ߩߟ1ߔ␜ࠍߣߎࠆߡߒ┙

 ޕߊ߅ߡߒ

࡞ࡔࡘ㨫ࠪࠆ߆ࠊ߫ࠇࠍᱧผߪࠆߢሽߥ․ߪജᮭ☴⚐ߩߎ 

ߦቢోࠄ߆หߪജᮭ߽ߡ߅ߦᱧผߩᢙජ年ࠆ⥋ߦࠕ࠾ࡠࡆࡃࠄ߆

㔌⣕᧪ߚߢߥ㨫ᮭജࠆࠃߦࠕࠪ࠶ࠕߪ┙⁛ߩหߩജ⊛፣უ

߆ߥࠄߥ߫ߨߚᓙࠍ⸳ᑪߩ⇇Ꮲ࿖ࠆࠃߦࡖࠪ࡞ࡍᦺࠬࡀࡔࠤࠕߊ⛯ߦ

 㨫ߚߞ

㨮ㅢ-ㅢߣ㘧べ⊛⊒ዷߩᤃߪ┙ᚑߩᏢ࿖ߚߒ⣕ࠍหߥ߁ࠃߩߎ 

ାࠪࠬߩࡓ࠹ᢛࠇߘߤߥએ೨ߩᴺ߿ᐲߩᑪ⸳ߡߞ߹ߣ⽻ᐊᐲ

ߦᢛߩᏒ႐߁ߥߦᐊ⽻ߪߩ↱⥄ߩ㨫ੱ㑆ࠆߚߦࠆࠇߐࠅഃ߇

ߟ৻ߩ␆ၮߩ┙ᚑߩੱߚߒ⣕ࠄ߆หߦߎߎ㨫ࠆߔჇ大ߦ⊛㘧べࠅࠃ

 㨫ࠆࠇ߆▽߇

ᱞജߩߘߣ᳃ᣖหߩቯ․ߛ߹ߪᩮḮߩᏢ࿖ᮭജߥ߁ࠃߩߎߒ߆ߒ 

Ꮲ࿖ᮭߩߎ㨫ߥߡᓧࠅߥߪߦജᮭ☴⚐ߩ⌀ߢὐ߁ߣࠆߡߒଐሽߦ

ജߪ⚐☴ᮭജߥߪߢߩ߽ࠆ߃⸒ߣ㨫Ꮲ࿖ᮭജߪߦ㨮Ꮲ࿖ࠍᮭߚ߃ᆭ߇

ሽᮭߕߖജ⥄り߇⛘ኻ⊛ߥଔ୯ࠍᜬࠆߡߞ㨫 

߇ߩ߽ࠆߔଐሽߦઁߪ⇇Ꮲ࿖ߟᜬࠍജᮭߣᆭᮭߥ⊛ኻ⛘ߥ߁ࠃߩߎ 

ࠆߨ߆߽ࠍᆭᮭࠄߥߗߥޕ߁߹ߒߡࠇୟߋߔߣߔߛߒ፣უࠎߚߞὑߥ

⇇Ꮲ࿖ߪ⛘ኻ⊛ᮭᆭߦଐሽᮭߡߒജࠍ⛽ᜬߡߒⴕߊ߇᧪ߛߩߥ

ࠆࠊઍߡߞขߦࠇߎ߇ኻ⊛ᮭജ⛘ߩࠆߔ┙ᚑߦၞߓหߡߒߘޕࠄ߆

ߒࠅ➅ߩ⥝ߩᏢ࿖ߥ᭽ߩߎߪᱧผߩࡓࠬࠗ߿ਛ࿖߿࠼ࡦ㨫ࠗࠆߥߦ

 㨫ߚߞߢ

 ⇇Ꮲ࿖ᤨߩઍߪ⇇ቬᢎࠇ߹↢߇Ꮲ࿖ࠍࠇߘߪ⼔߁ߣߚߡߒ

ታߪࠇߎޕࠆ߇⇇Ꮲ࿖ᮭߩᆭᮭߣജᮭࠄ߆ᆭ߇ಽߡࠇ߆⇇ቬᢎ߇

ᮭᆭߚߥߦ᭽ߦޔߒ߆ߒޕࠆ߃ታ㓙ߩߎߪ⇇ቬᢎߊᷓ߇ޘੱߪାߡߓ

ߚߡߒ㗔߇⇇Ꮲ࿖ߣࠆṌ߮߇⇇Ꮲ࿖ޔታ㓙ޕߥߪߢߌࠊߚ

߇ޘੱ߃ᶖ߇⇇ቬᢎࠄ߆第ੑၞޕ߁߹ߒߡߖᄬ߃ᶖߪ⇇ቬᢎࠄ߆ၞ

ାࠆߓၞቬᢎߦขߡߞઍߪߣߎࠆࠇࠄࠊ᪢߇⼏論ޕࠆߢߣߎߚߒ 

ᆭᮭߩ⇇Ꮲ࿖ߩߎࠅߦㄝߩ⇇Ꮲ࿖ߪࡄ࠶ࡠ࡛߿㨮日ᧄߒ߆ߒ 

ਛ߿ࡑࡠޕߊⴕߡߒᒻᚑࠍࡓ࠹ࠬࠪߩߪߣ㨮⇇Ꮲ࿖ߟߟࠇߌฃࠍ

࿖ߩߤߥ⇇Ꮲ࿖߿⇇ቬᢎࠍฃߌᮭࠇജᮭߣᆭ߇ਗ߮┙ᮭߜജ߇ሽ

⇇ߩߤߥᢎ࠻ࠬࠠ߿ᢎߪᆭᮭߚߒಽ㔌ߣജᮭߩߎߦ․㨫ߊߡߒ⛯

ቬᢎ߹ߚ日ᧄߪߡ߅ߦᄤ⊞ᮭߩᆭࠆ߇㨫 

ޘੱߡߒߘޕࠆߥߣ会ℂᔨ␠ߩߡߒߣℂᗐ߇⇇ቬᢎߣ⇇Ꮲ࿖ࠄࠇߎ 

࡛߿㨫日ᧄߛ㒐ࠍߔߊዧߒ፣უ߇会␠ࠅࠃߦࠆߔⴕേࠇᕟࠍℂᔨ߇

߇会␠ࠅࠃߦࠇߎޕࠆߢߥ⒘ߚߒࠅࠍ会␠ߥ߁ࠃߩߎߪࡄ࠶ࡠ

፣უߒੂᷙߡߒᏢ࿖ߤࠎߣ߶߇ᶖߥ߁ࠃ߁߹ߒߡ߃⁁ᘒ߽ߡߞߥߦᦨૐ

㒢ߩቯ߇⸽ࠇߐ␠会ߩ↢ᘒ学⊛ㆫ⒖߇น⢻ࠆߥߦ㨫ߦࠇߎኻߒਛ࿖ߢ

ߪߡߞࠃߦ႐ว৻ߩᢙಽ߇ญੱߣࠆࠇୟ߇ᦺ₺ߪ 1/10 ߇ߥ߁ࠃࠆߥߦ

 ޕࠆߎ߅
ࠁࠄߩ会␠ࠇߐ⼔ߢਅߩᆭᮭࠆߥ⇣ߣᏆ⥄ߪജᮭߡߒߦ߁ࠃߩߎ 

ߩߎ㨫ߚߞߥߦ߁ࠃࠆ᧪߇ߣߎߊⴕߡߒᄌ឵ࠍࠄ⥄ߡߒ┙⥄ࠄ߆ജࠆ

᭽߇ࠆߪߡߒ┙⁛ߥหᤨߦߡోߩ߽ߩઁߦଐሽࠍࠬࡦࡃߒߡߞ

 㨫ࠆ᧪߇߁ߣജᮭ☴⚐ࠍജᮭࠆ
⚐☴ᮭജ 
߇ⅣႺߥ⊛ᘒ学↢ߥ․ߪߦࠆߔಽ㔌߇ജᮭߣᆭᮭߥ߁ࠃߩߎߒߛߚ 

ᔅⷐߩߎޕࠆߥߦⅣႺߪߣᧂ㐿ߩᐢࠆ߇㐿ნࠍਥࠆߔߣ⪭หߢ

ߪߡߟߦࠇߎޕࠆߢⅣႺࠆ߈ߢᚑ㐳ߦ↱⥄ࠄ߆፲ߩṼ⍾ߦࠄߐޔࠅ

ၞหߡߒߣዋߒ⺑߇ߚߒᓟߢߊߒ⺑ޕࠆߔ日ᧄߢࡄ࠶ࡠ࡛߿

ࠆߔᒝ化ࠍࠄ⥄߇᳁ᣖหߪ logicࠍࠄ⥄ߺ↢ࠍᒝ化ࠆߔ೨ߦ⇇ቬᢎ

ࠗ߫߃ߪߣ論ℂࠆߔᒝ化ࠍࠄ⥄ߩߎޕߛࠎㄟࠅߦࡄ࠶ࡠ࡛߿日ᧄ߇

ߚ߹᳁ᣖߪቬᢎߩࠄࠇߎޔߢߤߥᢎ߿ఌᢎߩਛ࿖߿ᢎࡦࡕࡃߩ࠼ࡦ

᳁ᣖหߒኻߦࠇߎޕࠆߢቬᢎࠆ߽߹ࠍ᳁ᣖߒߦ೨ឭࠍᄌᒻߩߘߪ

ᄌߦ⊛ᩮᧄޔࠍⴕേ᭽ᑼߩ㑆ੱߪ⇇ቬᢎߛࠎㄟࠅߦ日ᧄߢᘒ⁁ᒙ߇

 ޕ߁߹ߒߡ߃
 日ᧄߪߢᄤ⊞ߩᩰ化߁ߣᢎߣਗ߮┙߁߽ߟ 1 ߟ߇⇇ቬᢎߩߟ

ޕ߽ࠆࠇࠄߊ ߇ߥߚᜬࠍ᥉ㆉᕈߥ߁ࠃߩ⇇ቬᢎߪᩰ化ߩ⊞ᄤࠎࠈߜ

᳁ᣖࠍ⣕ߚߒቬᢎߣߎࠆߢ日ᧄో߇ᄤ⊞ߩᩰ化ࠍฃߌߣߎߚࠇ

ߦߔߚߪࠍᓎഀߩߡߒߣ⇇ቬᢎ߇⊞ਗ߮ᄤߣᢎߪߡ߅ߦ日ᧄߢ

 ޕࠆߥ
 ᳁ᣖหࠍẩߚߒⷐ࿃ޕࠆߟ1߁߽ߪ日ᧄߪߢ⊖済ߩṌࠆࠃߦኻ

ᄖෂᯏᗧ⼂߇ᱞജࠍਛᔃߚߒߦ␠会ߩ✬ᚑߦ߁ࠃߩߎޕߚߒࠄߚ߽ࠍ日ᧄ

ߦḮᴰߩജᮭ☴⚐ࠆߥ⇣ߪߣᆭᮭ߇ࠇߎߒᅓขࠍജᮭ߇ᱞജߥ☴⚐ߪߢ

หߢࡄ࠶ࡠ࡛ߣ日ᧄ߇ߣߎߟ┙ਗ߮߇ജߩቬᢎߣᱞജߩߟ2ߩߎޕࠆߥ

ᤨ進ⴕ⊛ߦߩߢߎߎߒߛߚޕࠆߎᱞജߦ․ߪߣ大化ߩᡷᣂߩ೨ᓟߦ↢߹

 ޕࠆߡߞ⸒ࠍᣇࠅߩᮭߚࠇ
ജᮭ☴⚐ߢᡷᣂߩ大化ࠅࠃߦᱞജࠆߥ⇣ߪߣᆭᮭߪߢ日ᧄߦ߁ࠃߩߎ 

⚐ߣ⇇ቬᢎ߇会␠ߦએ೨ࠆࠇߐᒻᚑ߇᳁ᣖหᒝߚߚߒ┙ᚑ߇

☴ᮭജߦ․ޕߚࠇߐ✬ౣࠅࠃߦ᳃߇᳁ᣖߩᩮࠍቢోߦᄬߛߚߖࠊ

  ޕࠆߥߦࠆࠇߐẩߦቢోߪ᳁ᣖߩ日ᧄߚߞ߆ᒙ߃ߐߢ
᳃ߣੱ化 
ߣ೨ឭࠆߎ߇ᷙߩਛߣฎઍޔᷙߩ㊁ⱄߣᢥ߁⸒ߩ߇ࠇߎ 

ߡ߃ᄌࠍ会␠ߦᒝജ߇ㆊ⒟ᷙߩߎߪߢࡄ࠶ࡠ࡛߿日ᧄޕࠆߡߞߥ

 ޕߚߞ߆ߥߪߣߎ߁ᛄㅊࠍ⇇ቬᢎߡ߃ᢛࠍ論ℂ߇᳁ᣖߚߚߞ
ޔਛ࿖ࠗޔࡓࠬࠗࠅߥ⇣ߣࠇߎ  1߇⇇ቬᢎߪߢ第㧞ၞߩߤߥ࠼ࡦ
ᐲߪၞࠍⷒߩߘߡ߇߿߇߁ၞࠄ߆⇇ቬᢎߪ㚟ㅙࠇߐ⌕ߩቬᢎߦ

ߚߡߞⷒࠍጀࠅߥߦᒝ࿕߇᳁ᣖᐲߪታߩߎޕࠆࠇࠄࠊᄌߡߞߣ

⇇ቬᢎ߇ᶖߚ߃ᓟޔ⌕ߩ᳁ᣖ߇ᕷ߈็ࠍࠆߢߚߔ㨫 



 ⚐☴ᮭജ߇論ℂᮭജߦォ឵ࠆߔㆊ⒟ߢኽᑪ߇ᚑ┙ࠆߔ㨫ኽᑪߪߣ

㊁ⱄߣฎઍߪ論⼏ߩᵏ੫ޕࠆࠈࠈߪ╵回ࠆߔኻߦ㗴߁⸒ߣ߆

ࠬࠪߩߢࡄ࠶ࡠ࡛߿日ᧄޕࠆߔߣࠆߢኽᑪ߇会⊛឵␠ߩߢᷙߩ

ߚߞߎߡߒߦゲࠍജᮭࠍ論⼏ߩߪ論⼏ߩޘᚒߩߡߟߦᒻᚑࡓ࠹

ߣ論ℂ化ߩജᮭࠍㇱಽߚߞ߆ߥߢ⏕ߪߢ論⼏ߩޕࠆߔߣࠆߢߩ߽

߇ㆊ⒟ߩ論ℂ化ߩജᮭߜࠊߥߔޕࠆ߇ᓽ․ߦὐࠆߡ߃ࠄߣߢⷞὐ߁

ฎઍߣ㊁ⱄᷙߩޕߥࠄߥ߆߶ߦߣߎࠆߔߣ 
ߥߒଐሽߦߩ߽ߩቯ․ߩઁߪ㨫⚐☴ᮭജߚߡ進ࠍ論⼏ߒዋ߁߽ 

ὑ㨮ᄙዋߩᶐ㘩ࠍฃ߽ߡߌ⥄Ꮖߩജࠍ⛽ᜬߡߒⴕߊߚߒߣࠆ߈ߢ߇㨫ߎ

ߥ߇ࠆࠇࠄࠊઍߡߞขߦജᮭߩઁߦߋߔ߽ߡߒᒙ化߇ജᮭߥ߁ࠃߩ

ߪᣖ⾆ߚߒߣਛᔃࠍ⊞ᄤޕ߁⸒ࠍߢ߹ᚢ࿖ࠄ߆大化ߪߦ⊛ౕߪࠇߎޕ

㎨ୖ᐀ᐭ߇߽ߡߞߎ৻ቯߩജࠍޕࠆߡߞ 
ࠆὐ߽߁⸒ߣሽߩᆭᮭߪߩࠆᱷ߈↢߇ജᮭߚߌ߆ࠇ፣ߦ߁ࠃߩߎ 

㕖߇ὐ߁⸒ߣࠆߡࠇࠄߡ㓒ࠅࠃߦጊ႙߿ᶏࠄ߆ၞߩઁߢห⾰␠会߇

Ᏹߦ㊀ⷐࠆߊߡߞߥߦ㨫ߜࠊߥߔᏂ大ၞߩ፣უࠄ߆日ᧄߪࡄ࠶ࡠ࡛߿

ⷅ߇᳃ᣖߩࠄ߆ၞߩઁ߽ߡߒᒙ化߇ജᮭߚߩߎޕࠆߡࠇ߆ߧ߹

 ޕߚߞ߆ߥߪߣߎ߁߹ߒߡࠇẩ߇ജᮭߡߞ߆ដ
 ⚐☴ᮭജ߇፣უࠆߔㆊ⒟ࠆࠇ߹↢ߢኽᑪߩߘߪ⋥ធߩᦨ߽㊀ⷐߥജ

ࠅߊߞࠁߩ㨫⚐☴ᮭജࠆߡߞ⽶ߦᱞߩ㈩ਅߩߘࠍᱞജߜࠊߥߔḮᴰߩ

ࠍജᮭߘߦㇱਅߩࠄ⥄ᱞ⥄り߽ߒᮮ㗔ࠍㇱ৻ߩജᮭ߇ᱞߪ፣უߚߒ

ᮮ㗔ޕࠆࠇߐኽᑪߩߎߪ᭽ߥᮮ㗔ࠆࠇ߹↢ࠅࠃߦ㨫߹ߪߣߎߩߎߚ第ੑ

ၞ߿࠻ࡦࠛࠝߩਛ࿖ߕ߃⛘߽ߢߒ߆ߒޕߚߞߎ第ੑၞߪߢ⪭

หߦၮߩ☴⚐ߊߠኽᑪޕߚߞ߆ߥࠇ߹↢ߪ 
 ৻ᣇޔ第৻ၞᮭߩߎߪߢജߩᒙ化߇ኽᑪߡ߇߿ࠅߥߣㄭઍ␠会ࠍ

ߟᐞࠍᗧߩኽᑪߚࠆߺࠍᏅߩ第ੑၞߣ第৻ၞߩߎ㨫ߚߒߺ↢

 㨫ࠆߡߞតߢᔨߩ߆
ኽᑪ� � アࠢス / ࡄス / ォ឵ജ / 論理 
 ኽᑪߪၞหߩਅㇱߢ߹ߦᡰ㈩ᮭࠍ߷ߚߒᒝജᮭߥജߞߢ

ㄟࠅ߇ജᮭߢ߹ߦౝㇱߩ㨫หࠆߢ⺑学ߥജߩᦨㄭ߇ߩࠆߔߣߚ

߆ߒ㨫ߥࠇߒ߽߆ࠆ߃⸒ߣߚߞߢജᮭᒝߪኽᑪߪߢὐ߁⸒ߣߛࠎ

ߊߥߪߢߩ߽ᒝߪኽᑪߕࠄࠊ߆߆߽ߦታߥ᭽ߩߎߪ⸂ߩޘᚒߒ

 㨫ࠆߡߒߥߣߚߞߢജᮭᒙߚߒଐሽߦജߥޘ⦡

ࠇߘ㨫߆߁ࠈߛߩߥߪߩ߽ࠆࠊߚᮮߦᩮᐩߩ㆑⋦ߩ⸂ߥ᭽ߩߎߪߢ 

߆ߩߔ߷ࠍ↪ߥ᭽ߩߤߪജᮭ߆ߪᚑ┙ᩮߩജᮭ߆ߪߣജᮭߪ

ࠞࡔౕߛ߹ߒ߆ߒ㨫ߚߒ␜ߦᣢߪᚑ┙ᩮߩ㨫ᮭജࠆߔ㑐ଥߦὐ߁⸒ߣ

ߡߒ⸂ࠍࡓ࠭࠾ࠞࡔౕߩ┙㨫ኽᑪᮭജᚑࠆߢਇචಽ߇⸂ߩࡓ࠭࠾

ኽᑪᮭജߩ↪ࠍតࠆ㨫ߩߎ⸃ߪหᤨߦ␠会ᚑ┙߈⸂߽ࠍࡓ࠭࠾ࠞࡔߩ

ߔ߆ഥ߁ࠈߛࠆߥߣߌ㨫 

 ᳁ᣖ⊛ߥหࠍర߇ߩߚߒߦ⑂␢ᮭജߩߎޕࠆߢ⑂␢ᮭജߪߩജ

ߥ߇ᔅⷐߔࠈਅߦౝㇱߩหࠍᩮߩജᮭߢߩࠆ᧪േຬࠍ᳁ᣖ߿ੱߢ

㨫ߥࠇࠄ߃ਈߜ߆ಽࠍജᮭ߽ߡߠㄭ߇ੱߦജᮭߥ᭽ߩߎߦ㨫หᤨ

ᮭജߦㄭ߈ߠᓧߪߩࠆ大᳁ߩߤߥᯏ⢻化ߚߒ᳁ᣖ߆⪾ၔߩߤߥᄤ⊞ߦ

⢋ࠍਗࠆߴ大ᣖ߆ߒߦน⢻ߥߢ㨫߇ࠇߎ♿ర�00年એ೨ߩ大ᮭߢ

 ޕࠆ

ߘޔߣჇ大ߩജߩ᳁ᣖࠆ߃߆ߟߦ⊞ᄤߡߞ߽ࠍᱞജߩߤߥ大᳁ߒ߆ߒ 

ߩ߽ߚߒߦਛᔃࠍᱞജࠍ会␠߇ߣߎߚߒṌ߇済⊖ߢᦺ㞲ඨፉߦએࠇ

 ޕࠆߥߦࠆ߃ᄌߦ

߇ᩮߩ᳁ᣖߢ᳃ߒ┙ᚑ߇ജᮭ☴⚐ߦ೨ᓟߩᡷᣂߩ大化ߜࠊߥߔ 

ߥߦߣߎࠆߔ┙ᚑ߇ജᮭ☴⚐ߚߒ┙⁛ߥߚᜬࠍᩮߦ᳁ᣖหޔࠇߚ⛘

ജᮭߩߘ㨮ߡ߅ߦᚑ✬❰⚵߿ᱞജⴕߩߘߪജᮭߚߒ┙⁛ߥ᭽ߩߎ㨫ࠆ

ࠆߔଐሽߦੱ߇ജᮭߦ߁ࠃߩߎ㨫ࠆߔଐሽߦᣖ⾆ߚߞߥߦੱࠆߥනࠍ

߇ߣߎࠆߔߦߩ߽ߩಽ⥄ߒᅓ◪ࠍㇱ৻ߩജᮭߒ進ߦജᮭ߇ੱߚ

 ޕࠆ߃ᄌߊ߈大ࠍᘒ߇ࠇߎޕࠆߥߦ߁ࠃࠆ᧪

ߔଐሽߦജᮭ߇ੱߺㄟࠅขࠍੱ߇ജᮭߦㅒߣࠆࠄ߆ജᮭࠍࠇߎ 

ࠃߦ᳃ߪߣੱߚߒ┙⁛߁ߢߎߎ㨫ࠆ߃⸒߽ߣㆊ⒟ࠆߥߦ߁ࠃࠆ

᳁߇ᣖ⾆ߚߞᄬࠍ⋪ࠈᓟߩജߩߡߒߣᣖ㐳ࠇࠊᅓࠍᩮߩ᳁ᣖหࠅ

ᣖหࠄ߆㔌ࠇੱ化ޕ߁⸒ࠍߣߎࠆߔ⾆ᣖએᄖ߽ᣇߩ⽕ᣖ߿ㄘ᳃ߦ

 ޕ߁߹ߒߡߒੱ化ߡోߢ߹ࠆߚ

ജᮭߩ㊀ੑࠆߔଐሽߦജᮭ߇ੱߦㅒߒଐሽߦੱ߇ജᮭߦ߁ࠃߩߎ 

化ߩㆊ⒟ޔߢੱᮭ߇ജోࠍ㕙⊛ߦᅓขᮭߪߩߥࠊ߹ߒߡߒജ߇ੱ⊛

㑐ଥߊߥߪߢߌߛࠄ߆ቬᢎ⊛ᮭᆭ߿ਛ࿖⊛ߥᓞ߿ᢎ⊛ᮭᆭࠍ⢛᥊

 㨫ࠆߢࠄ߆ࠆߡേߢਅߩᆭᮭߜ߽ߦ

ᵈ�ጊᧄ৾ᐔߪ㎨ୖᤨઍߩ᐀ᐭߣᦺᑨߩ㑐ଥࠍቬᢎᮭߣജߩ

ಽ㔌ߡߒߣ⺑ߒ߆ߒޕࠆߡߒጊᧄ⥄ᮭߪᆭᮭ߇ജࠍᡰ

ᡰࠍജᮭ߇ᆭᮭߩߎߒ߆ߒޕߥߡߒ⺑ࠍὐ߁⸒ߣࠆ߃

⽎ࠆࠇࠄߦᏢ࿖ࡑࡠ⡛ߩࡄ࠶ࡠ࡛ߪߩ߁⸒ߣࠆ߃

 ޕࠆߢߕߪࠆߡߒ⺑߇߆⺕ࠅߢ

᧪߇ߔߥߣߟ৻ߩ会ㆊ⒟␠ߥ⊛⥸৻ࠅࠃߪᅓขߩജᮭߥ᭽ߩߎ 

ࠆߥߣࠬࠢࠕߩജ߳ᮭߪㆊ⒟ࠆ⥋ߦㄭઍ␠会ࠄ߆፣უߩ㨫᳁ᣖหࠆ

ࡄ)ࠅㅢߩ⽎ߥࠈࠈ ߡߒߘ㨮ࠆ߃ߣㆊ⒟ߊߡ߃߇ജᮭࠍࠬ(

⥄ࠍ᭽ᑼࠆߔวᚑࠍᗧߤߥቯ߿วᗧࠅࠍࠅㅢߩᗧᕁߪജᮭߩߎ

ߪᣇᑼ߁⸒ߣߍߺⓍߩᗧߩਅㇱޔߥ߁ࠃߩߎޕߊߡߒߦߩ߽ߩࠄ

⇇Ꮲ࿖ߣߥ߇ࠇߎޕߥߪߦ␠会ߪᄌ化ޕߥߒ৻ᣇኽᑪࠃߩߎߪߣ

᭴߇ജᮭߩߤߥ࠲࡞ࠖࡈ߿ࠬࡄߪߣኽᑪޕࠆߢวᚑᯏ᭴ߩᗧߥ߁

ㅧ化ߒォ឵ജᮭߟ߽ࠍജౕ߇化ࠆߔㆊ⒟ࠆ߃⸒ߣ㨫ޔࠬࠢࠕߥ߁ࠃߩߎ

ࡄ 㨮ࠬ論ℂ(࠲࡞ࠖࡈ)㨮ォ឵ߪ␠会ߩၮᧄㆊ⒟ߔ␜ࠍᔨࠆߢ㨫 

ࠍࠄࠇߎ㨫ߚߞⴕߡߒታࠄ߇ߥ߃ᄌࠍᒻߩࠄ⥄ߪജᮭࠍᒻᑼߩࠄࠇߎ 

น⢻ᮭࠆߔߦജߩᄌォ߇น⢻ᮭߪߩߚߞߥߦജ߽ߣߣࠆߔ┙⁛ࠄ߆ઁ߇

ߚߚߡߞ┙ߦߩࠬࡦࡃߩജߩജߊᄙߩઁ߇ജᮭᄬࠍኻᕈ⛘ߦ

⥄߇ᔅⷐࠆߔᄌりߚ߹ࠅߥߦน⢻߇ࠆߔᄌりߪജᮭߡߒ߁ߎޕࠆߢ

 ޕߚࠇ߹↢ࠅࠃߦᴫ⁁ߥ⊛会␠ߚߒࠅࠄ

ߘߩᦨೋ߇ജᮭ☴⚐ߪߩߚߞᜂ߇ജᮭࠆߥߣਛᔃߩ会ᄌ化␠ߥ᭽ߩߎ 

ࠈߩઁߪജᮭߡߒߘޕࠆߢὑࠆߢ❰⚵⊛ᯏ⢻ߥ⊛₸ലߢᦨ大ߡߒ

 㨫ߚߒߚߪࠍᓎഀߩ➂ߪߊߒේဳ߽ߩ❰⚵ߥࠈ

 ᮭജߪ߽ߡߒߦ␠会ㆊ⒟ߪߣ␠会ⷐ⚛ޔ‛ޔᕁᗐߦ࠲࡞ࠖࡈࠍߤߥ

ߦߩ߁ⴕࠍࠇߎ߇ജᮭߪ↪ߩ࠲࡞ࠖࡈߥ᭽ߩߎ㨫ࠆ߹ᆎࠄ߆ࠆߌ߆

ᦨ߽ㆡࠆߡߒ㨫ߩߎ᭽ᮭߥജㆊ⒟ߩ✵⸡ߩਅߢⴕേ߿ᕁᗐ߇ᄌ化ߒㄭઍ

␠会ߚࠇ߹↢߇㨫ᐲᮭߪߣജㆊ⒟ࠇߐߛߺ↢ߢౝㇱᮭߦജㆊ⒟ࠍขࠅㄟ

 㨫ࠆߡ߃⠨ߪޘᚒߣࠆߢ会ᒻᑼ␠ߛࠎ

 ᮭജߩ↪ߪ論ℂࠅߢജߣ㑐ଥ߽ߩ߽ߥߩࠅ߫߃ߣߚޕࠆࠇߐ

ኅᐲᮭߪജ߇ᱧผ⊛ߦኅᣖߩਛߦࠅㄟࠅߢߩ߽ߛࠎᱞ჻␠会ߢ⊒

ዷߒᐣደߩߤߥ߿႐↥ᬺߩᜂᚻߊߡߞߥ߽ߦ㨫߹ߩઁߚߡߒߣ⽻

ᐊޕࠆ߇⽻ᐊߩഃᆎ߽ᮭߪߢࡖࠪࠡ߿ࡑࡠߦ․ࠅߢߩࠆࠃߦァ

ቭߩᮭߪߢ࡞ࡔࡘ㨫ᬺ߽ࠪߚߞߢᦨೋ߇ᓎഀߩߡߒߣਈ⛎ߩ߳ੱ

߽ߪߊߒḰቭ߇ᜂ日ᧄߪߢ᧲大ኹߩቭࠆࠃߦขᒁ߇ขᒁߩ

వ進⊛ߥᒻࠍಾࠅ㐿ߚߡ㨫 

 ᩣᑼ߽᧲ࠗ࠼ࡦ会␠ᬀ߁⸒ߣ᳃経༡߇Ḯࠅߢ日ᧄࠆߌ߅ߦᩣખ

㑆ᮭߪജ⠪ߩߣ㑐ଥߡ߅ߦᚑ┙ࠆߡߒ㨫߹ߚᳯᚭߩ㐿ნᩣߩಽ㈩ᮭߪ

ജߩਅ߿ੱ↸ߩߢㄘ᳃⾗ᧄߩ⚿集ࠆߢ㨫ᮭߦ߁ࠃߩߎജ߇ၮᧄ⊛ߥ⚵❱

߮ⴕേߩᒻᘒࠍㅧߒߛࠅవዉߒᐲᮭߪ❰⚵߿ജߩᒻᘒߩ 1 ㇱࠍㆮવ

ⷐ⚛ߩߘߡߒߣౝㇱߦขࠅㄟࠆߢࠎ㨫 

ߐ㔌ࠅಾ߇ੱߩࠄ߆᳁ᣖหߪᩮḮࠆߔ進化߇ᒻߩജᮭߥ᭽ߩߎ 

ߣߞ߽߇ࠆ߽ߣߎ߁ߣੱ化ߩᣖ⾆ߚߦవޕࠆߢߣߎߚߒ┙⥄ࠇ

㊀大ߜࠊߥߔޕࠆ߇ߣߎߥ⾆ᣖߩੱ化ߣหߡߒߦ߁ࠃߓ᳁ᣖหࠍ

ᄬߚߞ⚿ᨐޔᄙ᭽ߥੱ߇ࠇੱߩ⥄Ꮖਥᒛ߇ߚߩߎޕࠆߊߡ㨮ߎ

論ℂᮭࠍᓎഀࠆߔวᚑߒㆬߌ߆ߦ࠲࡞ࠖࡈࠍᗧߩੱ৻ੱ৻ߩࠄࠇ

ജ߇ᜂ߁ࠆߥߦ㨫ߩߎᗧᮭߢജߣੱߪ⋧ߦଐሽߟߟߒ進化ߡߒ

߇ߩੱߥ߁ࠃߩߎߪߦᩮḮߩ㊁ⱄߣᢥ߁⸒ߩ㨫ࠆ߃⸒ߣߚ᧪

 ޕࠆߢੱߩߎߪߩࠆߡߒᡰ㈩ࠍᷙߣ㊁ⱄߩਛޕࠆ

ߪߢ㨫ߒᱜ߽ߦ⊛ᱧผޔߕࠄߥઁߦജ㨮論ℂᮭജᮭߪᩭߩᐲߦ᭽ߩߎ 

ᮭജ߿ᐲߩߤߪ᭽ߦ᭴ᚑ߆߁ࠈߛߩࠆߡࠇߐ㨫వߦࠢࠕߚ 㨮ࠬࡄ

㨮ࠬ࠶ࠫࡠ 㨮ࠢォ឵ߩⷞὐࠄ߆ಽᨆߊߡߒ㨫 

アࠢス�

 ߪߢജࠍᄬߪࠬࠢ࡞ࡑߚߞ߹ߒߡߞ↢↥ജ߇ᚲᒻᘒࠍߒߣࠆ

⋦↥ㆮ߇ᣖ᭴ㅧⷫߩ࿕ߦ᳃ᣖߦ߁ࠃࠆߡߓᐔጊᦺᴦ╬߽論ߒ߆ߒ㨫ߚ

ޕࠆߔ㑐ଥߊⷐ⚛߽ᄙߩઁߒ߆ߒ㨫ࠆ႐ว߽߁⸒ߣࠆߡࠍᒻߩ⛯

ߤ߇ᚲߒㅊ᳞ߒዋࠍὐߩߎޕࠆ߈ߢ⺑ߢᔨ߁ߣࠬࠢࠕߪࠄࠇߎ

␠ߪߡ߭߆ࠆࠇߐߥߦ߆߇᭴ᚑߩജᮭߢࠆតࠍ߆ࠆ߹ߦ߁ࠃߩ

会ᐲߩ᭴ᚑࠍ߆ࠆࠇߐߥߦ߆߇តߚࠅ㨫 

 ߩੱޘㆬᛯߡߞࠃߦ␠会ߪേࠆߡࠇߐ߆㨫ߒ߆ߒੱߩޘ㑆߇ㆬᛯ



ࠃߩߎ㨫ߥࠅ߹ߪߩㆬᛯߊߥߪߢߩ߽ᐢߤ߶ࠇߘߪ࿐▸ࠆ߈ߢ

߇ᚻᲑࠬࠢࠕߩ߳⽎ㆬᛯኻߪߦ⊛ౕߪㆬᛯน⢻ᕈߚࠇߐ㒢ߦ߁

 㨫ࠆ߹ߢ߆ή߆ࠆ

࡞ࡠ࠻ࡦࠦ)ᚲ߿ജᮭߥ߁ࠃߩߎ  ࠅࠃߦఝᕈߩࠬࠢࠕߩ߳ᮭ(

ᮭജ߿ᚲᮭߩᜬ߇߹ࠍࠇߎࠅరߦ␠会ߎࠍߣߎߚ᧪ߡࠇߐ✬ౣ߇

㑆ੱߩߘߣߛࠅࠃ㑆ੱߩઁ߇ࠬࠢࠕߩ߳ߩ߽ࠆޕࠆߔ⺑ࠄ߆ࠇ

ኻࠆߔ࡞ࡠ࠻ࡦࠦ߇ੱߩߎޕࠆߥߦ߁ࠃࠆ᧪࡞ࡠ࠻ࡦࠦࠍ⽎ኻߪ

ߡੱ߭ߡߒ߁ߎޕࠆࠇࠊߊᚻߴᲧߦ߈ߣߥ߇࡞ࡠ࠻ࡦࠦߪ⽎

 㨫ࠆߥߦ߁ࠃࠆࠇߐߥ߇ㆬᛯߒ߹ᅢߦ⊛会␠ߪ

ߎ㨫ࠆࠇߐߥ߇会⊛ㆬᛯ␠ࠅߎ߇会⊛឵␠ߦၮࠍఝᕈߩࠬࠢࠕ 

߹߇会⊛᭴ㅧ␠ߢ឵ߊߠၮߦࠇߘߣఝᕈࠬࠢࠕߪၮᧄߦ߁ࠃߩ

 㨫ࠆߡߞ

 వߦㅀࠍࠖ࠙ࡠߚߴᚲࠍ⠨ߩࠖ࠙ࡠޕ߁ࠃߺߡ߃ේᆎ␠

会ߩℂ論ߥࠈࠈߢේᆎ␠会ߩ߇ࠇࠄߍ↢↥ജߣᚲߪ⋥ធ⚿߮

ઃߥ߆ࠆߡࠇߐ␜߇㨫ߪߢ߇ᚲᒻᘒࠍ߆ߩࠆ㨫ࠖ࠙ࡠ

ࠢࠕߩ߳ߩㆊ߫ߌߡߒಽᨆߡߒߦరࠍߚߒ␜ߩ (ࠬ㐿ნ㨮⁚

ߣߎࠆߡߞ߹߇ᚲ᭴ㅧߦరࠍᣖ᭴ㅧⷫߚߒߦน⢻ࠍࠬࠢࠕߣ(⁸

ᚲ߳߿ߪߢኽᑪ␠会ߊߥߢࠅ߆ේᆎ␠会߫ߥ᭽ߩߎ㨫ࠆ߆ࠊ߇

 㨫ࠆߡࠇߊᒝࠅࠃ߇น⢻ᕈ࠴ࡠࡊࠕߩ

 ኽᑪ␠会ߪ⽻ᐊࠍరߚߒߦၞߦᩮࠍᜬߟ឵␠会ߩ⦡ᓀࠍᜬࠇߎߜ

⊛ቬᢎߣᱞ჻ߩᣇࠆߔଚ㘩ࠍਛᄩᮭߦหᤨޕߚߞ߇ੱߪߦᩮߩࠄ

ᡰ㈩ᷙߩߣ␠会ߚߞߢ㨫ᚲ߽ߦࠇߎᔕߡߓ㨮࿖ኅᡰ㈩ࠆߢ⛯⛮ߩ

࿖ⴟ㗔㨮ਛᄩ⾆ᣖߩ㗔ਥ (ᮭ⨿)㨮ᣇᱞ჻ߩ㗔ਥ 㨮ᮭㄘ᳃߿ฬਥ(ਅ⚖ᱞ

჻)ߩᚲ 㨮ᮭਅ⚖ㄘ᳃ߩዊᮭޔߤߥᐞᮭߩ߽ߟ߇ߐ߱߆߅߅ߦ

㓏ߥࠈࠈ߁ࠍᣇᮭജߩฬ߁⸒ߣ⡯(㩆㩁)ߊߥߢߌߛ㨫ߚߡߞ

ጀ߇឵ࠅࠃߦ⾈ขࠅᚲߥ߁ࠃߩߎޕࠆߥߦ߁ࠃࠆߔᚲߩᒻᘒߪศ↰

᳃ੱߚߒ␜߇ᚲߩಽ㘃ߦᒰࠆߪߡ߇᧪ࠆ㨫  

 ᣖⷫߣࠬࠢࠕ

ߩߘߣน⢻ᕈߩ࠴ࡠࡊࠕߩ㨮߳ߪߩߚߒߦ㗴ߢߎߎ㨮ߒ߆ߒ 

น⢻ᕈߦၮߦ߆߇࠴ࡠࡊࠕ߈ߠ߹߁⸒ߣ߆ࠆࠆߢ㨫 

 日ᧄߪߢ大㒽ߦ․ޔ大㒽ߩጊ᧲ඨፉߩࠄ߆⥄↱ᱺ᳃ࠅࠃߦ㐿ნ߇進ޕߛࠎ

ޕࠆߡߞߥⴕࠍࠇߎ߇集࿅߿ੱߢ೨ࠆࠇ߹↢߇࿖ኅ߿ജᮭߪ㐿ნߩߎ

ߩᚲߪ࿖ኅ߿大⽕ᣖޕࠆ߃⸒ߪߣߎ߁ߣ߁ࠈߛߥߪߢ 

㨮ᒎ↢ᤨઍߪߩߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇࠄ↪߇㋕ེߦ⠹ߪߢ日ᧄޔᓟߩߘ 

ߢਅߩᮭ₺ฎઍߪ㐿ნߩᓟߩߘ㨫ߚߡߒ᥉߇㋕ེߪߦฎზᤨઍೋᦼߢ

ⴕ߇ߚߞ߽ߩ߽ߚࠇࠊ㨮ᱴߪߤ⠹᳃⥄りࠆࠃߦ㐿ნࠅߢᏂ大ߥᳰߥ

ߦ㨫᧦ℂ⥄りߥዋߪߩ߽ࠆࠃߦᮭ₺ߪએᄖߩ߽ࠆߡߞᱷߦ㍳⸤ߩߤ

 㨫ࠆߡࠇߐߣߡߞߦਛߊߥߪߢ大化એ㒠ߢⓥ⎇ߩㄭ年߽ߡߟ

 ਛߩᱞ჻ࠆࠃߦ㐿ნߪ大߇ߥࠄߥ߫ߨࠊߣߚߞ߆߈㐿ნߩౕ

ߩߎߣࠆࠇ፣߇᳃ߚࠇࠊߥߎ߅ߢᡷᣂߩ大化ߒᚲ߇ㄘ᳃ߪ

ߦࠄߐ㨫ߚߞ߆ߥߪࠆࠇ㔌ࠄ߆ㄘ᳃߇ᚲᮭߒᏫዻߦታ⾰ㄘ᳃ߪ

ᄥ㑒ᬌࠍࠇߎ߇⏕ߚߒ㨫 

ᣖ߳⾆ޔ߇ߣߎߚࠇࠄ㒢ߦᣖ⾆߇㐿ნᮭߩޔᡷᣂᓟߩ大化ޔߒߛߚ 

㐿ნࠍነ進߁ߣࠆߔ⁁ᘒࠍ߈ኽᑪ߁⸒ߪߣߎߚߞߥߣ✜┵ߩ߹

ࠆࠃߦኽᑪ㗔ਥߢᣇ৻ࠆߡߒᚲዻߦㄘ᳃߇ߩߎߪ日ᧄޕߥ߽ߢ

ߩ㗔ੑ߁ߣ㊀ߩᚲ߇ޕߚߞߎᰴߩߣࡄ࠶ࡠ࡛ߩᲧセߢ日ᧄߩ

ኽᑪߥ߁ࠃߩߎߩߢᚲ߇⾰․ߩಽޕ߁ࠈߛࠆ߆ 

ⱄᣖߩࡦࡑ࡞ࠥߣᚲߚߒߦరࠍᅛ㓮ߩࡑࡠߪߢࡄ࠶ࡠ࡛ 

ߩਛߦࠄߐޕࠆߥߦߩ߽ߩᣖ⾆߇ᚲᮭߦߚߩ大㗔ࠆࠃߦ

㚍ߦᒁࠆߖ߆㋕ߩ㎓߇⾆ᣖ㓏⚖ࠅࠃߦዉߚߚࠇߐᚲ߳ࠕߩ

 㨫ߚߌߠߟࠅߢߦᣖ⾆ߪࠬࠢ

߇Ꮕߩ会᭴ㅧ␠ߚࠇߐⷙቯߦᱧผߩߡߟߦᚲߥ߁ࠃߩߎ 

ߦᏅߩᚲߩߢࡄ࠶ࡠ࡛ߣ日ᧄࠅߥߣᏅߩน⢻ᕈ࠴ࡠࡊࠕߩ߳

ࠆߡࠇ㨫ᮭߜࠊߥߔജ㑐ଥ߿ㄘ⠹ߩౕ߽ࠍ߳࠴ࡠࡊࠕߩ

น⢻ᕈߩࠬࠢࠕᏅ߇日ᧄߩࡄ࠶ࡠ࡛߿ᚲᒻᘒࠍࠆ߃⸒ߣࠆ㨫ߎ

ᡰ㈩ߩ߳ߚߞᱷߣࠆ߃ᶖ߇㕙ߩ㕙㨮ਛᄩᡰ㈩ߩᱞജᡰ㈩ߚߩ

ࠢࡦࠛߪߢࠬࠡࠗߒኻߦࠇߎ㨫ߚߞߥߦࠆᱷߦᚻߩㄘ᳃ߪߢ日ᧄߪᮭ

 ޕࠆߡߒᚲࠍ߇ᣖ⾆ߦ߁ࠃࠆࠇࠄߦࡖࠫࡠ

 ᚲߩࠬࠢࠕߪᏅߦၮߊߠᱧผ⊛ᒻᚑ‛ᮭࠅߢജ߽߳ࠬࠢࠕߩ

ห᭽ߩߎޕࠆߢߪኽᑪߩᚑ┙ࠍࠆ߆⸂߫ࠇ㨫ߩߎ᭽ߦ․ቯߩജ

߇ߛ᭽ࠆᱡࠍ会⊛ᱜ␠ߣߛ߇ࠬࠢࠕߩ߳߿ജᮭࠆࠃߦ

ኂࠅࠃߦੱᮭ߇ജࠅࠃߦߣߎࠆߔࠬࠢࠕߦ⚐☴ᮭജߥࠈࠈߪᗧ

߇集߹ࠆㅢ〝ࠍᜬߩࠬࡦࡃߟขߚࠇ論ℂᮭജߦᄌߡߞࠊⴕ߆ߞ߈ߊ

ߡߠㄭߦ論ℂᮭജࠅࠃߪജᮭߡߒߦ߁ࠃߩߎޕࠆߥߦ߆ߟࠍߌ

 㨫ߊ

ਛߩ❰⚵㨮߇ಽ㈩ߩੱ߳ߩജᮭߊߠၮߦࠬࠢࠕߩജ߳ᮭߦ߁ࠃߩߎ 

㊁ⱄ߇ࠇߎ㨫ࠆߥߦߣߎߊⴕߡߒᯏ⢻化㨮論ℂ化ࠍ会␠ߺㄟࠅขࠍജᮭߦ

 ޕࠆߢᷙߩᢥߣ

�スࡄ

 ߹ߢߦ߁ࠃߚ߈ߡਛࠍㅢߡߒᄙ᭽ߥᗧߩ৻ㇱࠍណ↪ߡߒᗧᕁ

ቯࠆߔࠍਛᨔ߇᧪ߩߎࠅ߇᭽ߥਛᨔᮭߡߒߣജߪޕࠆߥߦ߁ࠃߊ

หࠈߒߦࠆߥ⇣ߣ会⼏ߪ会␠ࠆࠁࠄ߇ࠆߢઍߩߘ߇会⼏߫߃ߣߚ

ઁߩߘࠅߢߟ৻ߩߘ㨫ኽᑪ߽ࠆߡߞⴕࠍᗧᕁቯߥ᭽ߩߎࠈߒߦߓ

ߥኦ㗡㨮Ꮲ࿖߿ቯ㨮⛘ኻ₺ࠆࠃߦ⚖㓏␢⑂߿集会ߩߢ᳁ᣖหߦ

 㨫ࠆߔሽ߇ࡊࠗ࠲ߥޘ⦡ߤ

 ᐭ߿❰⚵ߊߥߢߌߛᐲ߽ห᭽ߥᗧᕁቯߜࠊߥߔ․ቯߩᗧᕁࠍㅢ

ߪࠬࡄ㨫ࠆ᧪߇ߣߎߔߢᔨ߁⸒ߣࠬࡄࠍࠇߎ㨫ࠆߡߞᜬࠍ᭽ᑼߔ

ᗧᕁቯߩઁߊߥߪߢߌߛᓎഀ߽ޕࠆ߫߃ᬺࠍⴕߩ❰⚵߁ਛࠆߦ

㩔㩩㩇ߪߦ․ቯ߿ੱߩ㨮ᖱႎ߆ߒᵹߥࠇ᭽ࠆߡߞߥߦ㨫ߪࠬࡄᐲ߿⚵❱

ޔᖱႎੱࠅߢ↪ၮᧄ⊛ߩ ޔ߇ᐲⅣႺߥ߁ࠃߩߎ㨫ࠆߥߣࠅㅢߩ‛ޔ

ኽᑪࠍㅢߺ↢ߡߒߺ↢ߡߒߦ߁ࠃߩߎޕߊߡࠇߐ߇ߩ߽ߚࠇߐ᪢

߁ߩᐲ⟲ޕߥࠄߥઁߦኽᑪࠍㅢ߇❰⚵ߪߣࠆࠇ߹↢ߡߒࠇࠄ

ߪߡߟߦࠇߎޕ߁⸒ࠍߣߎࠆࠊᄌ߇ⴕേ᭽ᑼߩ㑆ੱߦߣߣߎ߁⸒ߣࠆ

ᓟߢ⺑ޕࠆߔ 

ߡߒߘޕࠆࠇߐㆬ߇ߺߩ⚛ⷐߟ┙ᓎߢㇱߩቯ․ߡߒㅢࠍ࠲࡞ࠖࡈ 

ߤߥട▚㨮วᚑ㨮ឃ㒰ࠇࠄㅍߡߒㅢࠍࠬࡄߪ‛߿ੱ߿ᕁᗐߚࠇߐㆬߩߎ

ኽᑪߪ〝経ߥ᭽ߩߎߪߦ⊛㨫ᱧผࠆߡߞߥߣ〝経ߩㅪ৻߁ⴕࠍᔕߩ

 㨮ߚߒ┙ᚑߡߒㅢࠍ会⊛឵␠ࠆߌ߅ߦ

♖の㍰ㅧ�

ㄭઍ♖߁ߣਥᓥ㑐ଥ߫߃ߒᓇ㗀߽ߦ♖ߊߥߢߌߛ❰⚵ߪࠇߎ 

ߢ⾰․ߩㄭઍ♖߇♖ߟ┙ਗ߮߇ᓥዻߣ↱⥄ߩߎ㨫ߊߡߞߥߣᩮߩ

 ޕࠃ߽ߡߞ⸒ߣ⺈ᔘߩ߳❰⚵߿ߪߣᓥዻߩߎޕࠆ

⸶ࠆߔ┙ᚑ߇ㄭઍ⊛ੱ㑆㑐ଥߥ߁ࠃߩߎߪߢ会⊛឵␠ࠆߥනߒߛߚ 

ᒻߩੱ❰⚵⊛ㄭઍ߇ߚߞߪធ᳃ਥ⋤ߪߢࡑࡠ�ࡖࠪ㨫ࠡߥߪߢ

ᚑߪߦᚑഞߥߡߒ㨫ࠡᮭߪߢࡑࡠ߿ࡖࠪജ߇ࠅߚߒਥᓥ㑐ଥ

߆ߥࠇ߹↢ߪ♖߁⸒ߣ⺈ᔘߚߚߞ߆ߥ߇ോㆀⴕ⟵ࠆࠃߦߤߥ㐿ნ߿

ᓧ㨮ฎઍ᳃ਥ₪ߩẢߥ⊛ᛩᯏࠅࠃߦⴕ⋓ߩᐊ経済⽻ߣ߁⸒ߦㅒޔߚߞ

ߚߡߌ㐿ߦ೨⌒߇ㆬᛯ⢇ߥᄙ᭽ߢ↱⥄ߤߥ╬ᯏ会ဋߣ╬ᐔࠆࠇࠄߦ

ࠄߍߡߒߣ↱ℂߚߞ߆ߥ߹↢ࠍ♖ߩߤߥㆀⴕߥ⊛⛯ᜬߩോ⟵߇ߣߎ

ߦ❰⚵߿㑆㑐ଥੱߟߟࠅࠃߦ⚂ᄾࠅߥߣߛߦㅒ߇↱⥄ߥ߁ࠃߩߎޕࠆࠇ

⥄Ꮖ߁⸒ߣࠆߔ⸥ࠍ♖߇ᒻᚑߚߞ߆ߥࠇߐ㨫ߦࠅ大ߪ↱⥄߈ㄭઍ⊛

ߥߐߺ↢ࠍ㨭ੱ❰⚵ߥ↱⥄㨬�㑆ੱߚߞᜬࠍജߔߺ↢ࠍ❰⚵ߣ↱⥄ߥ

 㨫

 ৻ᣇ㨮࡛߽ߢࡄ࠶ࡠኽᑪߩࡉࠕߪߢᶏߣ化ߚߒਛᶏߚߩᛩᯏ

࿐▸ߩ↱⥄ߩㆬᛯߚߩߎޕࠆߥߦਛᔃ߇ᣇ経済ߒㅌ߇㆙㓒ᤃߥ⊛

ᔅ߇ㆩߩ⚂㐳ᦼ⊛ᄾߣ㒢ߩ↱⥄ߩㆬᛯࠆࠃߦᡰ㈩ߩ㒢ቯ㨮ኽᑪ㗔ਥߩ

ⷐߦࠄߐޕߚߞߥߦᧂ㐿ნߩ㐿ნߪ⍴ᦼ⊛⋉ߪߣߎࠆ߃ࠍ᧪ޕߥ

ߪࠍ♖ࠆߔࠍദജߒㅢࠍᦼ㑆㐳߇ߣߎࠆߔᓥߦ㐿ნߩߎߒ߆ߒ

㨫ߚߡߒߣᔅⷐࠍᏆ㒢ቯ㨮⥄Ꮖᛥ⥄ߥ⊛㐳ᦼߪ㐿ნߩߎޕ߁ࠈߛߋߊ

 ޕߚߞⴕߡߌߟ߃ᬀߦޘੱࠍ♖߁ⴕࠍᬺߥዋߩࠅߩ㐳ᦼ߇ࠇߎ

㐿ნࠅࠃߦኅᣖߪ㨫ᧂ㐿ࠆ߇ሽߩ↱⥄ࠆࠇ߹↢ࠅࠃߦ㐿ნߦࠄߐ 

ߩ㐿ნၞߩߎޕߥ߈ߢ進ߪജᮭߪߢ会⊛឵એᄖ␠ߩߤߥነ進ࠇߐ

ሽࠅࠃߦੱᮭߪജߦኻ᛫ࠆߔၮ⋚ޕࠆ߃ࠍ↱⥄߃ࠍ 

 ␠会⊛឵ࠍၮ␆ߚߒߣᜬ⛯⊛㨮㒢ቯ⊛ߥኽᑪ߁⸒ߣ㑐ଥ߁ࠃߩߎ߇

ߩജ㑐ଥᮭߥ⊛㨫ኽᑪߚߒߺ↢ࠍࠬࡄ⊛会␠ࠆࠃߦࠇߘߣᐲߣ♖ߥ

ᧄ⾰ߪ⚐☴ᮭജ߳ੱߒࠬࠢࠕ߇ਅㇱࠄ߆ㇱ߳ߩ␠会⊛ߥቯߚߒ

ߣߊߥዋߪේᆎ᳃ਥߪߡ߅ߦ日ᧄ߫߃.ࠆߢߣߎࠆߔᒻᚑࠍࠬࡄ

߽日ᧄፉ߳ߩᱺ᳃ᓟޔᓟṽᦠᤨߩߤߥઍߪߦሽޔߥߪߔ߁ࠃߚߒᄙ

ಽ㨮ᱧผ⊛߹ߚ᧲㨻㩆㩨㨻ߩߢ♽ࠍၮ␆ࠆߔߣቬᢎ⦡ࠍᏪ߮ߚหߩ㚂

㐳߇ᚑ┙ߚߡߒ. 



ߥߐߥዋߩሽ㨮ᄖ⊛⢿ᆭߩᧂ㐿ࠆࠇࠄߦᱺ᳃↱⥄ߥ⊛ဳౖߒ߆ߒ 

ࠬࠢࠕ⊛ੱߩኻᮭജ㨮⚐☴ᮭജ߳⛘ߒᚑ↢߇♖ߥ↱⥄ߩੱࠄ߆ߤ

ᗉࠆߢᐲߥ⊛ࠆߢ⺑વߩᢎߦࠄߐޕࠆ⥋ߦߊዉࠍኽᑪ߇

߇␠会ߩਛᔃ⚵❱ࠆߥߣ㨫ߥ߁ࠃߩߎၮ␆ߪߦหⷙߪߣߩ⥄↱

 ޕߚߡߒሽ߇ߩᧂ㐿ࠆߥߣࠬࡦࡖ࠴

ᖱႎ㨮ޔ߇ኽᑪߪߢࡄ࠶ࡠ࡛ߚߒ⣕ࠄ߆ේᆎ᳃ਥߩߤߥࡖࠪࠡ 

‛㨮ᐲ㨮ੱߩቯࠍࠬࡄߚߒᒻᚑߚߞߥߣ➂ࠆߔ㨫ߩߎ␠会⊛ㅢ〝ߡߒߣ

⊛⾰ᧄߩജᮭߺㄟࠅขߡߒߣᐲߒߛࠅߊߟ߇ኽᑪ⊛ᮭജ㑐ଥߪࠬࡄߩ

৻ㇱߊߡߞߥߣ㨫ߩߎኽᑪߺ↢ࠄ߆ߣ↱⥄ߪࠬࡄߚࠇߐ␠会⊛឵

 㨫ߥࠄߥઁߦᐲࠆࠇߐࠅഃߦߩജ㑐ଥᮭߚߒߣ␆ၮࠍ

߃╵ߩߟ৻ޔࠆߔኻߦ߁⸒ߣ߆ߪߣജᮭߡ߃߹〯ࠍ✲ᱧผ⊛経ߩߎ 

ᮭߪ╵回ࠆߔኻߦ߆ߪߣജᮭߦ߁ࠃߚߴㅀ߽ߦ㨫೨ࠆ᧪߇ߔࠍ

ജߪߣ㨮‛㨮ᕁᗐ㨮ੱߩ㨮ㅢࠅ㨮࠲࡞ࠖࡈ㨮߁ߣࠆߢࠬࡄࠆߥߦ㨫

ᐲߪࠇߎ㨫ߊߡߒᄌ化߇会⁁ᘒ␠ࠇߐャㅍ߇‛ߡߒㅢࠍ࠲࡞ࠖࡈ

ㅒޕߊߡߒᐲ化߇ജᮭࠇ߹ㄟࠅข߇ജᮭߦਛߩ㨫ᐲ⦟߽ߡߞ⸒ߣ

ㄭઍ␠会߳߇ࠇߎޕߊߡߒࠅࠍᐲߺㄟࠅߦᐲ߇ജᮭ߫߃⸒ߦ

 㨫ࠆߢߟ৻ߩࠇᵹߥ߽߅ߩ

 ᮭജࠆߥ߆߇ၮḰࠍࠬࡄ߿࠲࡞ࠖࡈߢᒻᚑ߇߆ࠆߔ␠会ߩ᭴ㅧࠍ

߁ࠈߛࠆ߃⸒ߣࠆ㨫␠会᭴ㅧߪ㓏⚖߿ᚲᓧ㓏ጀߢ߹ࡈߊߥߪߢߩࠆ

ኽᑪߣ㨫⼏会ࠆߡߞ߹ߢ᭽ᑼߩᷙߩ⽎会␠ࠆࠃߦ᭴ㅧߩ࠲࡞ࠖ

ߣᏢᮭߪߢജߩᗧᕁቯߦෳടߒᓧੱࠆ㑆ࠆߥ⇣ߊోߪ㨫ߦ߁ࠃߩߎ

␠会࠲࡞ࠖࡈࠆߌ߅ߦ↪ߪ㨮ࠍ࠲࡞ࠖࡈㅢࠆᗧ㨮‛ߩߤߥౝኈߛ

ኻߦ㨫ੱࠆߢ᥉ㅢ߇ߩ߁ⴕࠍ↪ㆬߡߒኻߦੱ߁ᜂࠍࠄࠇߘߊߥߢߌ

ߕ߇ࠆߔࠅߚࠇߐߥߡߞࠃߦᕁᗐ߿(ᄙኦߩᚲߩ)‛㨮ߪㆬၮḰࠆߔ

 㨫ߥߪࠅࠊᄌߦㆬ߱ὐࠍੱࠆߔෳട߽ߡߒߦࠇ

ߔ㨮ᔕߡߒᷙ߇㑆ੱޔᕁᗐޔ‛ߩቯ․ߡߒㅢࠍ࠲࡞ࠖࡈߥ᭽ߩߎ 

 㨫ࠆࠇߐᒻᚑ㨮⛽ᜬ㨮㕟ᣂߪ会␠ࠅࠃߦࠆ

形式論理と↪�

 ᮭജߩ第ਃߡߒߘߩᚒ߇ޘᦨ߽㊀ⷐߣ⠨ᮭࠆߡ߃ജߩ論ℂ⊛㕙ࠍ

⼏論ࠆߔ㨫ᣢߦㅀߚߴ᭽ߦ論ℂߪߣ␠会⊛᭴ㅧߔ␜߇ߩ߽ߩߘ論ℂ⊛᭴ㅧ

ߦ⊛ᗧ⼂߽論ℂߒᤋ߽ߦ⼂ᗧߪ論ℂᕈߩ会⊛᭴ㅧ␠ߥ߁ࠃߩߎ㨫߁⸒ࠍ

ઁߦ論ℂሽߚ߃ߨࠍߟ2ߩ↪論ℂߩᐲߣ♖ߩߎߪ㨫ᮭജࠆߥ

↪ㆇࠍജㆇ↪(ᮭജᮭߡߒᤋࠍࠇߘ߫ࠇߢ論ℂ߇㨫␠会ሽߥࠄߥ

 ޕ߁ࠈߛࠆߔᗧ⼂߽論ℂ化ࠆߔ

 ౕ߫ࠇߍࠍ⼏会ߩޘੱߪᗧࠍᐔ╬ߦวᚑߒ‛ࠍ進ࠇߎޕࠆ

߶ࠇߎߪኽᑪޕࠆߔ論ℂ化ࠍ♖ߺ↢ࠍ♖ࠆߓࠎ㊀ࠍታ߿論ℂߪ

ޔᮭ⨿↢ࠍੱߚߒ┙⁛߇ߥߪߢߤ ജ߳ߩࠬࡄߩሽ߇วℂᕈࠍ↢

ജᮭߪߢ会␠ࠆߡߞߥߣ論ℂဳ߇会ᒻᑼ␠ߡߞ߇ߚߒޕ㜞߇น⢻ᕈ

ㆇ↪߽ੱߩޘ⠨߽߃ߩ߆ࠄᒻߢ論ℂߩⷐ⚛ࠍࠆߥߦ߁ࠃ㨫 

ᵏ੫⪺集 1 論ℂߣ␠会⊛ㆬᛯߢ␠会⊛ቯߡߴߔߪ

論ℂߢߩߎߛߚޕࠆࠇߐߣࠆࠇߐ論⠨ߪၮᧄ⊛ࡠࠕߪߦ

 ޕࠆߡࠇߐߥ߇論⼏ߡߞߋࠍቯℂߩ

論ℂᒻᑼ߇会␠߽ߢ会␠ߥ߁ࠃߩߤ߇ߛߩࡄ࠶ࡠ࡛߿日ᧄߪࠇߎ 

ᜬࠍ᭽ᑼߩ㨫৻ቯߥࠇࠄ߃⠨ߊోߪߦ⑳ߪߣߎࠆขࠍ᭴ㅧߥߐߚḩࠍ

ߪࠆࠇߐߢ論ℂᑼߪ会᭴ㅧ␠ߩߘߢߕߪࠆ߈ߢߢ論ℂߪࠇߘ߫ߡ

ߎߎߒߛߚ㨫ࠆߔߦࠆࠍ論ℂ᭴ㅧߩജᮭߩߡߒߣᐲߩߎ㨫ࠆߢߕ

⊛㨮ᒻᑼౕࠍౝኈߚߒ␜ߢࠬࡄ߿࠲࡞ࠖࡈߚߒ␜ߦᣢߪౝኈࠆߴㅀߢ

 㨫ߥ߉ㆊߦࠆߴㅀߦ⊛

 ᮭജߪ․ቯߩᗧ㨮論ℂߡߞ߽ߢ␠会ోࠍ⛔ᓮࠆߔ␠会ߩᔃ⤳ߥઁߦ

ߪࠍ⋠ᓎߩߡߒߣ࠲࡞ࠖࡈࠆߌ߆ߦࠗ࡞ࡈࠍᗧߩޘߪ㨫ᮭജߥࠄ

ࡄ)ࠅㅢߩᗧߦߣߔߚ ߇ᱞജߦ⊛㨫␠会ߔߛߺ߁ࠍ᭴ㅧߩߡߒߣࠬ(

ㅢ↪ߪߦᤨࠆߔᱞജߩ࠲࡞ࠖࡈߩߎ߇ᓎ⋡ࠍᨐߒߚᱞജ⚵❱ࠍࠬࡄ߇

ᒻᚑࠆߔ㨫ንጀ߇ജࠍᜬߪߦᤨߟንጀ߇ᱞജߡߞߣߦᄌࠆࠊ㨫 

 ᮭജߩᒻᑼߡߒߣ集ᮭߣಽᮭ㨮㚂㐳㨮⼏会㨮ኦ㗡㨮ኽᑪߥޘ⦡ߤߥᒻ

ᘒ߇⠨ࠆࠇࠄ߃㨫߹ᮭߚജᚻᲑߪߡߒߣᱞജ㨮⽻ᐊ㨮ᕁᗐⷐ⚛㨮ᐲ߇ߤߥ

ߒߣ集วࠍࠅ߹集ߩߘߣ⚛↪ߩ㨮Ꮕ㧔ឃ㒰㧕㨮Ⓧߩ論ℂߪࠄࠇߎ㨫ࠆ

ㅢࠍ‛߿ੱ߿ᗧߡߒߣᐲߩജᮭ߇集วߩࠄࠇߎޕࠆ᧪߇ߣߎߔߡ

 㨫ࠆߔᒻᚑࠍ〝ㅢߔ

会␠߇ജᮭߚ߹ߒߛࠅߊߟࠍ⼂ᗧߚߞวߦᒻᑼߩߘ߇ജᮭߩߎߡߒߘ 

ㄟࠅขࠍ❰⚵ߩ ߃߆ࠍ会␠ߡࠇ߹ㄟࠅขߦ❰⚵ߩઁߩ会␠߇ജᮭߚ߹㨮ߺ

⺈ᔘߦ❰⚵ߦߚߚߒⷙቯࠍ⼂ᗧ߇ജᒻᘒᮭ߁⸒ߣኽᑪ߫߃㨫ߊߡ

వࠍߣߎߚࠇ߹↢߇♖ߒᣂߒⲢว߇♖ߩ┙⁛ߣ↱⥄ߣ♖߁ࠍ

 㨫ߚߴㅀߤ߶

ߦ㨮ઁࠅߢᒻᘒ❰⚵ߥ㜞ᐲߩ৻໑ߤᱴߩ会␠߇ജᮭߪߦ⊛ᱧผߦ․ 

❰⚵ㄝߩߘߪߚ߹❰⚵ജᮭߚߩߎޕߚߞ߆ߥߡߒሽ߇❰⚵߈ߴࠆ

ᓎഀߩߡߒߣ࡞࠺ࡕ࠻࠶ࡠࠗࡄߩ❰⚵߆ߊߡߒ↢ᵷ߇❰⚵ߥޘ⦡ࠄ߆

ࡄߩജ߳ᮭߣ↪ߩജߔ߷߇ജᮭߚ߹㨫ߊߡߓṶࠍ 㨮ࠬᮭജࡄߩࠄ߆

߇ࠆࠍജᮭߢᣇߥ᭽ߩߎ㨫ߊߡࠇߐᒻᚑ߇会ᒻᑼ␠ߩઁࠅࠃߦࠬ

᧪ޕᮭࠆ ജᧄ᧪ߩ↪ޔᓎഀ߇␠会ߩ論ℂᒻᑼࠍ߇ߩ߁ߣࠆߡ

ᧄ論ߩਥᒛࠆߢ.  

ޕᮭࠆߺߡࠍജ論ᮭߩ᧪ᓥ߮ౣߢߎߎ  ജߪߣജߣߔߥ߇น⢻ᮭߢ

ജಽᨆߩ㐳ᱧผᮭߡ߅ߦജ論ߪᱞജᮭ߿ᆭߩ߷ߔജߣߡࠇߐߥ

ߩ⽎ߩജᮭߪࠇߘߒ߆ߒ㨫ߚ᧪ 1 ㇱ㨮߇ࠆߔߪߜ┙⋠߽߆ߒ㕖ᧄ⾰⊛ߥ

⽎1ߩㇱ߆ߒߦㆊᮭߕ߉ജߩၮᧄߔߥࠍ論ℂ᭴ㅧ㨮↪᭴ㅧࠍᄬߡߞ

 㨫ࠆ߃⸒ߣࠆ

ߪߢ論ℂᮭജ߽ߣߊߥዋޔߒ߆ߒ.ࠆߔ┙ᚑߡߒߣജߪߣജᮭޔߒߛߚ 

.ߥߪߢߩࠆࠃߦജࠅߢὑࠆߔᚑ✬ࠍ会␠ߪߩࠆ߈ߢᜬࠍജߩߎ

␠会✬ᚑࠍᚑߒㆀߍᓧࠆജߟ߽ࠍജᮭ߇ജࠍᜬߩߎ.ߟജߪലߥജߢ

නࠆߥജߊߥߪߢᣢߩࠬࠢࠕߚߒ␜ߦᔨߥࠄߥઁߦߩ߽ߔ␜߇.

ߩജ߳ᮭࠄ߆⚛ⷐߚ߹ߩ߳⚛ⷐࠆߔ᭴ᚑࠍ会␠ߪߣ᭴ㅧߩജᮭߜࠊߥߔ

 㨫ࠆขࠍᒻߩജᮭ߇࠴ࡠࡊࠕߩߎ.ߥࠄߥઁߦኈᤃᕈ࠴ࡠࡊࠕ

㛽ߩߘ߇ࠆߔߦน⢻ࠍ࠴ࡠࡊࠕߜᜬࠍⷐ⚛߽ജߥ⊛会␠ߥ߁ࠃߩߤ 

ᩰᮭ߇ߩࠆߥߣജᮭߩߎޕࠆߢജ߇␠会ࠍ✬ᚑߒ␠会ߩloIicᒻᑼߟࠍ

ߒᵄߒߺ↢߇ജᮭߪ大ㇱಽߩ⚛ⷐߥ⊛会␠ߦ߁ࠃߩߎ.ࠆߥߣജࠆߊ

ޕᮭߥࠄߥઁߦߩ߽ߚߞߡ ജߩᧄ⾰ߩᩭߔߥࠍ論ℂᒻᑼߔߪߡߟߦ

 㨫ߚߒ⺑ߡߒߣ会⼏ߦߢ

ォ឵ജ�

 ᮭജߩᧄ⾰߇ォ឵ࠆߔߣࠆߢ⼏論ߪవߩ┨ߩਛᔃࠆߥߣ㗴ߞߢ

ޔࠬࠢࠕߩᩭ߳ߩߘߪߩߚߓ論ߢߎߎࠅߢᩭࠆ߹集ߩߡోߪ㨫ᮭജߚ

ᄌߩߢਛߩⓨ㑆ᤨߪ会␠߫ߌ߅ߡ➙ޕߚߞߢᒻᑼߩ࠲࡞ࠖࡈޔࠬࡄ

ࠆߔォ឵ࠍᐲ߿ᗧ߿ੱ߿‛ߪ㨫ᮭജࠆ߃⸒ߣࠆߡߒሽߡߒߣ឵

ޔੱߒࠅഃࠍⓨ㑆ߥሽน⢻↢߇会␠߿ੱߢ ሽߡߞࠃߦォ឵ߩߎߪ会␠߿

߁㨮߽ࠅߢォ឵ߩߢਛߩⓨ㑆ᤨߪࠇߎ㨫ࠆᓧߒ⛯ 1 ォ឵߽ߩᕁ⠨論ℂߟ

ޕᮭࠆ ജߩ↪᭴ㅧߩߎߪᗧߢᐲߣ⠨ߩߟ2ߩ߃論ℂゲߩߩߢォ

 ޕ߁ࠈߛࠆ߃⸒ߣࠆߢ឵

⚿論�

 ᮭജߩᧄ⾰ߪᡰ㈩ߊߥߪߢ␠会ߩ論ℂᒻᑼ㨮ߥࠄߥઁߦ࠲࡞ࠖࡈ㨫

ജ߿ᡰ㈩ߩߎߪ論ℂᒻᑼ㨮ࠍ࠲࡞ࠖࡈᄖㇱⷰࠄ߆ኤߚߒ⚿ᨐߦㆊߥ߉

ၮࠆߔ᭴ᚑࠍᘒ学⊛ⓨ㑆↢ߥ⊛論ℂ߫ࠇ߃឵⸒会⊛ⓨ㑆㨮␠ߪ㨫ᮭജ

ᧄ᭴ㅧࠍᒻᚑࠆߡߒ㨫ᱧผ⊛ᮭߪߦജߪᐲࠍ❰⚵߿ขࠅㄟࠃߦࠇߘߺ

ࠍㄭઍ␠会߃ᄌࠍⴕേ߿ᕁᗐߩੱߦࠄߐ㨮ࠇ߹ㄟࠅขߦ❰⚵߿ᐲߦㅒࠅ

ഃࠅߚߞ⥋ߦߔ㨫 

߹ޕ߁ࠃߺߡࠍ࠼ࡦ࠙ࠣࠢ࠶ࡃࠆࠇࠄߦ⊛ᱧผ߇論ℂᮭജߦ߉ߟ 

 ޕࠆߺߡ߃⠨ࠍ┙ᚑߩജᮭ☴⚐ߡߒහߦᱧผߕ

第ੑㇱ ᱧผ⊛ߦᮭߚജߩ論ℂ化�ᯏ⢻化 
－ ᱺ᳃ᢥ日ᧄᮭߣ↱⥄ࠆߌ߅ߦജ -   

೨ឭ�結論 

 ᳇�ᬀ↢ᢥ論ߊߥߪߢ᪢ߩᢥ↢ᘒ学(↢ᘒ学ߩ論ℂ)ࠍ㨮ᢥ

ࠍ論ࠆߓ㨫ᮭജߪ論ℂߢ␠会ࠍᯏ⢻⊛ߦേߔ߆㨫  

概ⷐ�

ߒᱜ߇ߩߚ߈ߡߒߣᱺ᳃ᢥ↱⥄߿㐿ნᱺ᳃ᢥޕ߇日ᧄᢥߪߢߎߎ 

㐿ნᱺ᳃ᢥߪ日ᧄᢥ߽ߦߢ߹ߦߢߔޕߚߺߡߞតࠍ߆߁ߤ߆ߩ

㐿ნᱺ᳃ᢥ߇ࠆߡߒ⽾৻ߪਥᒛߩߎޕߚߒߣࠆߡߞᜬࠍᕈᩰߩߡߒߣ

ߥ↱⥄߽ߢ㕙ߣ㓮ዻߚߒ㕙߇ߦᒝߪࠇߎࠅߊ᳁ᣖ߇ᒎ↢ᤨ

ઍߩᦨೋࠄ߆፣ߩࠄࠇߎޕߚߒߣࠆߢߚߚߡࠇਥᒛޕࠆߡߒ⽾৻ߪ

ߔߣࠆߢ↱⥄ߊ߆߽ߣߪਥᒛ߁ߣࠆߢ会␠ߚߒ㓮ዻ߇↢ᒎߒ߆ߒ

 ޕߚߺߡߒ⸛ᬌߡߟߦὐߩߎߦ․ߡߞᓥޕߥࠇࠄࠅ߹ߪਥᒛࠆ



 ᒎ↢ߩ␠会ߪᰴߩਃ߇ࡊࠗ࠲ߩߟ⠨ޕࠆࠇࠄ߃㐿ნࠞߩࡑࠬరߩߢ集

࿅ߩ⚿ᚑ߇ࠅߔ⇇ޕࠆߢᰴ⒖ߦേ߇↱⥄ߩሽߥ↱⥄ࠆߔ⇇߇

⠨ޕࠆࠇࠄ߃ᦨᓟߦ㐳⠧ߩᡰ㈩ࠆߔᲣ♽߹ߪߚ♽⊛ߥ㓮ዻ⊛ߥ⇇߇

 ޕࠆ
 ᓥ᧪߁⸒ߩࠬࠢ࡞ࡑߪหᬺࠅࠃߦⷙࠆࠇߐ㐳⠧ߩᡰ㈩ࠆߔ⥄↱

日ᧄ߫߃ߒ߆ߒޕߚߡࠇࠄ߃ࠄߣ߇ᒎ↢ᤨઍߡߒߣේᆎหߥߩ

⊛ၮᧄߪ⋬᧲ጊޔࠆߡࠇࠄߍߡߒߣᦨജߩ⒖ߩᒎ↢ᤨઍߩ߳

ߦ߁ࠃߊߡߞࠊᄌߦῳ♽ߣ進߇ઍᤨࠅߢ♽ߪᣖ᭴ㅧⷫߪߦ

ߥ߁ࠃߩߎޕࠆ߃␠会ߩࠄ߆ᱺ᳃ߪῳ♽߆♽ࠅߢᲣ♽ߥߪߢ

ߩ集࿅ߪㆮવߩሶ↵ߩߡߚߣࠆߴ⺞ࠍჄߩᒎ↢ᤨઍߦࠄߐޕ߁ࠈߛ

ㆮવޕࠆߡࠇߐ␜߇ߣߎࠆߥ⇣ߪߣᲣ♽ࠆߔߣߥߪߢቯ߇ᱜߌߒ

 ޕߥ߆ߒῳ♽߆♽߫ࠇ
߫ࠇߢῳ♽ߒ߽  1 ߦ集࿅ߡߒߣഭജ߇ሶ↵ߡߒߣน⢻ᕈߩߟ

ផቯߪ論⼏ߩߎ  ψ ♽ ޕ߆߁ࠈߛߥ᧪ቯࠍߣߎߛࠎㄟࠅ

 ޕߚߡ߃⠨ࠄ߆ᣇะߩߒዋ߁߽ࠅߢ
 రޘ日ᧄߩ㐿ნߤ߶ࠇߘߪ大ⷙᮨߥἠṴ⸳ࠍᔅⷐޕߥߒߪߦᎹߩ

৻ㇱࠄ߆㗅ߦ᳓ࠍᒁޔ߈ᰴ第ࠍࠇߘߦᐢޕࠆߢߣߎߔ߫ߌߡߍታ㓙ޔ

ዬ߽ߥ߁ࠃߩߎ᳓〝ߦᓥᐢࠆߡߞ߇႐วߩߎޕࠆ߇᭽ࠆߦὐ

ߢࠎ進ߦᰴ第߇㐿ნ߫ࠇߢߩࠆߌߡߍᐢࠍ㐿ნߦᰴ第ߡߒߦ႐⿷ࠍ

߈ߢផቯߣ߁ࠈߛᤃࠇࠄᓧ߇↱⥄ߣ┙⁛ߩੱࠅᱷ߇ᧂ㐿߽ߡߞ

 㨫ࠆ
ߔᢜߦญჇ大ੱߩࠞࡔࠕߩᱺ᳃ᤨઍߪญჇ大ੱߩ⦟ᒎ↢㨪ᄹߦ․ 

ߣߎߥ߁ࠃߩߎޕૐߦ㕖ᏱߪวഀߩⒷࠆභߦ㘩ᢱߚ߹ࠅߢߤ߶ࠆ

᳓↰ἠߦ߁ࠃߩߎޕ߆߁ࠈߛߥߪߢߩߚ߃ߥⴕߦන◲ߪ⒖߫ࠇࠄ߆

Ṵㄘᬺߩⷙߦ․ߪ᳓ᮭߡߟߦ߽ߢᒝ߇ੱࠍቢోߩ߽ࠆ❈ߦ

 㨫㔍߃⠨ߪߣߚࠇࠊߥ៊ߊ߈大߇↱⥄㨮ߚߩߎޕߥߪߢ
ὐ߁ߣ߆ࠆߢੱᚲ߆ࠆߢหᚲ߇ᚲߩޔ႐วߩߎ 

⠨ࠍ⋬᧲ጊߚߞߎ߇⒖᳃ߩ日ᧄ߽߳ߘ߽ߘߒ߆ߒޕࠆߥߦ㗴ߥ߈大߇

ߚߞߢหᚲ߇ᚲߩ↰᳓߃ߪߣㄝႺߪ⋬᧲ጊޕࠃ߫ࠇߺߡ߃

ߎࠅ߹ߢࠬࠢࠕߩ߳ߪᚲߦ߁ࠃߚߦߢߔߦࠄߐޕ߆߁ࠈߛߩ

ࠢࠕߩ߳ߡࠄ߆⟎㈩ߩኅ߿⠹ߩᒰᤨޕࠆࠇ߹߇ᣖ᭴ㅧⷫߪߦࠇ

�ޕ߆ߥߪߢߩߊߦ߃⠨ߪߩ߁⸒ߣหᚲࠅߢߦࠛࠗߪࠬ

ߘߣࡑࠬ㐿ნࠞߪ会␠ߩ↢ᒎߪ⾰ታߊ߆߽ߣߪᒻᑼ߫ࠇߦ᭽ߩߎ 

߇↱⥄ߩ⒖േࠅߢ会␠ࠆߔ集⚿ߩሶ↵ߩߡߒߣឭଏߩഭജߩ߳ߎ

߇ࠆߥߦᓟ߱ߛ߫߃ߪ↱⥄ߩ⒖േߩߎޕࠆࠇࠊᕁߣ߆ߥߪߢߩߚߞ

大化ߩᡷᣂᓟੱߩญ⒖ߩേ⒖ޕࠆࠇࠄߍ߇߇ߚࠇࠄߓᄹ⦟ߩ৻ᤨᦼ

߆ߣߎߥ߁ࠃߩߎޕࠆߢ₸㜞ߩࠅߥ߆ߪ₸⒖േߡ߇⒖⠪ߩߊᄙ߽ߢ

⇇ߥߩ↱⥄ߩ⒖േ߇ޘੱߦᧄᒰߦᒎ↢ᤨઍߚߞ߆ߥߩⷙߣࠆࠄ

ߣ⇼ߥ߈大߇ߩ߁⸒ߣ߆߁ࠈߛߩߚߡߒᚲ߇หࠍߺߦ

 ޕࠆᱷߡߒ

 એࠍߣߎߥ߁ࠃߩ⠨ߣࠆ߃ᒎ↢ᤨઍߪߦ␠会ߪ㐿ნࠞߩࡑࠬਅߢ

ߚࠇࠄ集࿅ߩ㑆ࠆࠍ⒟ᐲ⥄↱߇ޘੱߦⴕߣߚߡߒ᧪߈⠨ߥࠇࠄ߃

ߪߦㅀ⸤ߩ㚍บ࿖㇎߇㘑⠌ߩਅᐳߩᆭ⠪߳ᮭ߫߃ߒ߆ߒޕ߆߁ࠈߛ

ߩߎޕࠆࠇࠄਅᐳ߇ⴕࠍߣߎߚߡࠇࠊߥ⠨ߩߎߣࠆ߃㐿ნࠞࡑࠬ

ߚ߹ޕߥࠇߒ߽߆ࠃ߇߁߶ࠆ߃⠨ߣߚߞߢ㓮ዻ⁁ᘒߪޘੱߩߢਅߩ

 ޕ߆߁ࠈߛߩߚߞߦਅߩ㐳⠧ᡰ㈩ߪ

 㐳⠧ᡰ㈩߇᧲ධⷫߩࠕࠫࠕᣖ⚵❱ߩၮᧄߩࡄ࠶ࡠ࡛ࠅߢᐔ╬ߥㇱ

ᣖߪߣ㆑ࠆߡߞ㨫日ᧄ߽ห߫ࠇߔߣߓ㐳⠧ᡰ㈩ޕࠆߥߦ৻ᣇޔṽᢥ

ᣖⷫߩ↢ᒎࠆߢḮߩᢥߩ日ᧄޕࠆߢ╬ᐔߪᚑຬߩ(᳁ᣖ) ࡦࠢߪ

ߪߦ⊛⾰ታߦ߁ࠃࠆߔਥᒛ߇ޘᚒߚ߹ޔ߆ߩߚߞߛߩ߽ߥ߁ࠃߩߤ߇❰⚵

፣ߪ߆ߩߚߡࠇផቯޕߥ߆ߒߢ 
日ᧄߣࠆߡߒ⸛ᬌࠍᣖ᭴ㅧⷫ߇ߛ߁ߘߦ߆⏕ߪᄖߩㇱᣖޔߒ߆ߒ 

᭴ߥ᭽ߓหߪᣖ᭴ㅧⷫߩ日ᧄߣᣖ᭴ㅧⷫߩࡄ࠶ࡠ࡛ࠆ߃ߦ⊛ኻᾖߣ

ㅧߒࠍหߓࠍ߈ᜬߦߢߔࠍߣߎࠆߡߞߚ㨫 
ࠆ᧪߇ࠆ⒖ߦ↱⥄ߦᣖⷫߩߊో߇ੱߦ⊛ၮᧄߪᣖ᭴ㅧⷫߩߎ 

ߡࠇẩߪ᳁ᣖ߫ࠇߎ߇⒖᳃ࠆᷰࠍᶏߢᘒ⁁ߥ߁ࠃߩߎ㨫ߚ߈ߢ߇ߣߎ

ߦ⒖᳃ᓟߪᣖ᭴ㅧⷫߔ⸵ࠍ↱⥄ߩ⒖േߥ߁ࠃߩߎߪߦ㨫ታ㓙߁ࠈߛ߁߹ߒ

᧪ߥࠇߒ߽߆ߩߚ㨫߽ߡߒߦࠇߕߒ߆ߒ㐳⠧ߕࠄࠊ߆߆߽ߦᒎ↢

ᤨઍߩ日ᧄߪ᳁ᣖ㑆⒖ߦ↱⥄ࠍേࠆߔ߇᧪߹ߚታ㓙⒖ߦേߚߡߒ㨫

 㨫ߚߓ論ߢ┨ߩ೨ࠍߣߎߩߎ
⚐☴ᮭജのᚑ立�

߮ࠃ߅ᣖ⽕ࠆߔߣਛᔃࠍ⊞ᄤࠍᮭ⑂ߩหࠄ߆ߐᒙߩหߩߎ 

ޕࠆࠇ߹↢߇ജᮭ☴⚐ޔജᮭߩァ=⑂ࠆߔߣਛᔃࠍ⊞ᄤᅓ߇ㄭߩߘ

ᮭߩߎ㨫ࠆߔ┙⏕߇ജ㨮論ℂᮭജᮭ☴⚐ߢߣߎࠆࠇࠄ߇ᓞ࿖ኅߡߒߘ

ജߚߞីࠍᄤ⊞߽⽕ᣖ߽หࠍ㔌߁⸒ߣߚࠇᗧߢੱߥࠄߥઁߦ㨫

ߥ⊛会␠ߦࠄߐޔߺ↢ࠍജᮭ☴⚐߿会⊛឵␠ߩᓟߩߘ߇┙ᚑߩੱߩߎ

឵ᮭࠅࠃߦജ߳ߩੱߩଚࠅࠃߦኽᑪߺ↢ࠍࠆߚߦߔ㨫 
ߣ⊞ᄤ߇ࠆߥߣജߔߛߺ߁ࠍ論ℂᮭജߪജᮭ☴⚐ߩߎߡߒߦ߁ࠃߩߎ 

.ࠆขࠍᒻߩਗሽߩജᮭ☴⚐ߣฎઍᮭജߟᜬߖࠊࠍᱞജᮭߣᮭ⑂߁⸒
⑂ᕈߩㅌޔᱞജ⊛ߥ㕙ߩჇ大ߣᮭߦജߩㄝੱߩ㑆ߩߎ߇⚐☴ᮭ

ജߩ৻ㇱߦ⊛⑳ࠍ㗔ࠆߔ߇น⢻ߩߎ .ࠆߥߦหࠄ߆ᛮߌߚ⚐

☴ᮭജࠍᄤ⊞ㄝߩੱ߇❰⚵ߣขࠅㄟᮭߺജߩੱ߳ߩಽ⸃ߣ㗔߇

�㨫ࠆߔኽᑪ化ߓ↢

大ޕ߁⸒ࠍജᮭߥ⊛┙ਛߥߒଐሽ߽ߦജࠆߥ߆ߪߣജᮭ☴⚐ߩߎ 

化ߩᡷᣂߡ߅ߦ⾆ᣖ߇᳃ߩࠄ⥄ࠅࠃߦၮ⋚ุࠍቯߒ᳁ᣖห

ᜬߦ⢛ᓟ߽ࠍജߥ߁ࠃߩߤߡߒߦ߁ࠃߩߎޕ߁߹ߒߡߞߥߊߥߪߢ㐳ߩ

߇᳁ᣖߚߞߢᩮߩജߩᣖ⾆ࠄߥߗߥޕࠆߢ㊀ⷐߪߣߎߚߞߥߊߥߚ

ᣇ⽕ᣖߩߊᄙࠅߥߊߥ߆ߒߢੱ߇ᣖ⾆ߟᜬࠍജᮭߦߚߚߞߥߊߥ

ォ឵ߦ論ℂᮭജޕߊߡߞߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢෳടߦജᮭߒࠬࠢࠕߦᣖ⾆߇

ߡߞࠊᄌߦኽᑪࠄ߇ߥߒ፣უࠇ߹↢ߡߒߦ߁ࠃߩߎߪജᮭ☴⚐ࠆߔ

 ޕߊ
 ᵏ੫ߪኽᑪߪᢥߣ㊁ⱄᷙߩਅߩߢ␠会⊛឵߇ࠆߔߣਥࡊ

⚵ߺㄟࠅขࠍޘੱ߇ኽᑪߪਥᒛߩޘᚒߒኻߦࠇߎ㨫ࠆߢਇ߇ࠬࡠ

❱化ߡߒ論ℂᮭജߦᄌࠆࠊㆊ⒟ࠆߡߒߣࠆߢ㨫 
㐿ߺㄟࠅข߇❰⚵ߣੱࠍ⊛ᮭജߚࠇ㔌ࠍหߢਅߩኽᑪߩߎ 

ნߣᱞജⴣ⓭ߩ❰⚵ߦ♳ࠍᩭᮭߚߞߥߣജ߇論ℂ㨮ᯏ⢻化ࠆߔ㨫ኽᑪ化ߪ

Ꮖ⥄߇❰⚵ߚߒⶄว化ߣജᮭߦߣ߽ࠍၮḰ߁⸒ߣኈᤃᕈ࠴ࡠࡊࠕߩߎ

ᄌ㕟ࠍㆀߊߡߍㆊ⒟ࠆ߃⸒ߣࠆߢ. 
ⅣႺ 

 日ᧄᢥߪᒎ↢ᤨઍߩᱺ᳃ࠅࠃߦᚑ┙ߚߒ⥄↱ᱺ᳃ᢥࠆߢ㨫ᱺ᳃ߪ

ᶏ߿ጊࠍ㓒⒖ߚߡߢㆊߩᢥ߿␠会ߣᢿ⛘ߒੱ⊛ߦⴕࠆࠇࠊ㨫㨮

㜞ᐲߥᛛⴚ߿ᐲࠅࠃߦᢥߪᕆㅦߦ⊒ዷߒ␠会ߪ࿕化ߥߒ㨫ᄹ⦟એ㒠

߽᧲大ኹᡰ㈩ਅߢἴኂࠆࠃߦ⠹᫈⒖ߤߥߪᏱᘒࠆߢ㨫߹ߚᱷ

ߤᱴߪߩ߽ߚࠇࠄㅧߦ㨮ฎઍߢߩ߽ߚࠇߐᒻᚑߦਛߪ大ㇱಽߩ㉿᧦ࠆ

ή㨫ᓞ࿖ኅ߃ߐߢ大ⷙᮨἠṴࠍታᣉߥߡߒ㨫ฎზᤨઍߩᣇ㚂㐳

 㨫ࠆߢ߈ߴࠆߣߚߞ߆ߥዋࠅࠃߪ

ߎࠆߔ⒖ߦᧂ㐿߇⠪ߟᜬࠍᢥߣᛛⴚߥ㜞ᐲߪߩ߁⸒ߣᱺ᳃ߩߎ 

ߣߎߚߡߞᜬࠍᢥ化ߥ㜞ᐲ߇ᱺ᳃ߩߎޕࠆߢ⽎ߥᱶ․ࠆࠇ߹↢ߢߣ

߇⎮ࠄ߆〕集⪭ㆮࠆߩᒎ↢ᤨઍߪ 3 ഀએߩዬࠄ߆߇ߣߎߚ߈ߡ

߇߆ߚߡߞᜬࠍ⢻ജߥ㜞ᐲߦ߆ߢᢙሼߥ߁߷ࠄߴߪࠇߎޕࠆࠇࠄߍ

ߎᄙ߇⽷ᢥ化ߚࠇࠄഃߢ೨ᣇᓟზ╬㨮日ᧄ߿ᒎ↢ᑼེߚ߹ޕࠆ߆ࠊ

 㨫ࠆ᧪߇ߣߎࠆߍ߽ߣ

ޔᮭߚ߹  ജߪߡߟߦ日ᧄߪᒎ↢ߩᱺ᳃�00߆ߕࠊࠄ߆年(大化ߩᡷᣂ)

ଚ߇㑆ੱߚߞᜬࠍᢥߥ㜞ᐲߦߩᧂ㐿ߪ㨫日ᧄࠆߔ┙⏕ࠍജᮭ☴⚐ߢ

㊁ⱄੱ߁ߣੱࡖࠪࠡߦᢥߥ㜞ᐲߪߢࡖࠪࠡߒኻߦࠇߎޕߚ߈ߡߒ

ᱧผߩߢࡖࠪࠡߪߩࠆࠇ߹↢߇ኻᮭജ⛘ߢ日ᧄߒ߆ߒޕߚ߈ߡߒଚ߇

ផ⒖(ࡠ࠻ ᱧผ߽ߩᧅࠇࠆࠃߦᗉߣ᳃ਥߩᓟߩߘ㨫ߥࠄࠊᄌߣࠗ(

ห᭽ޔߕ߃⛘߇ࡖࠪࠡޕࠆߢ㩆㩎㩨㩧㩋㩣㩇ߩ都Ꮢ࿖ኅᢥߦᵞࠄߌ⛯

߫ࠇߺߡ߃⠨ࠍ㩖㨲㩢㩕㩩㩧߿บḧޕࠆߢߣߎߥ大ᄌߪࠇߎ߫ࠇ߃⠨ࠍߩߚࠇ

㜞ᐲߥᢥࠍᜬੱߚߞ㑆߇ᱺ᳃ޕࠆ߆ࠊ߇߆ߚ߈ߡߒ 

ᮭജの㓸ਛとォ �឵

 ฎზᤨઍ㨮ⴊ✼߇ᒝ࿕ࠄߥⴊ✼(ห)ࠍᢿߜಾࠆㇱ᳃ߪᚑ┙ߒ㔍

ߒ⪬ᴚߪᏂ大᳁ᣖߢㆊ⒟৻⛔ߩ♿㨫5㨪�ࠆ߆ࠊ߫ࠇߺߡߴᲧߣਛ࿖ޕ

ㇱࠆ₸ࠍァ᳁ᣖᮭࠅࠃߦജߩᯏ⢻化߇ࠆߎ㨫ࠍࠇߎቢᚑߚߒᓞ

ߪᄤ⊞ᩰ化㨮ᮭജ集ਛ㨮ァേຬޔ᳃ࠆࠃߦ⾆ᣖߩᩮߚ⛘߇

ߚߒ⣕ࠄ߆หߜࠊߥߔߺ⚵ᨒࠆߔォ឵߇日ᧄᢥࠅࠃߦߤߥߚࠇ

⚐☴ᮭജ߇ᚑ┙ࠆߔ㨫߇ࠇߎน⢻ߪߩߚߞߛੱߦߢߔ߇ᒎ↢ᤨઍߦ↢߹

ޔ࡛ࡑࠬ㐿ნࠞߩ日ᧄߪߡߟߦࠇߎޕߥࠇࠄ߃⠨߆ߒߣὑߚߡࠇ



ᓟޔࠍ論⼏ࠆߔߣߚߒߎࠍ㕟♖ߥ᭽ߩߎ߇ࡑࠬᚢ㑵ࠞߩࡄ࠶ࡠ

 ޕ߁ߥⴕߢ

ಽߩജᮭ☴⚐ߦߚߒ┙⏕߇ജᮭ☴⚐ߩ✼ήߣหⷙߥ߁ࠃߩߎ 

ޔߪߦ⸂ಽߩߎ㨫ࠆߔ┙⁛ࠅីࠍജorᚲᮭᮭ߇ㄘ᳃߿ᱞ჻ߺ進߇⸂

⚐☴ᮭജ⏕┙ᓟ㨮ᮭ㐷એᄖߩ㐿ნ߇⸵นߕࠇߐ㨮ᮭജ߇␠会ߩᩮᐙࠍⷙቯ

ߣኽᑪߒࠅࠍ♻ߩജᮭߋ❭ࠍㄘ᳃ߩ┵ᧃߣജਛᨔᮭ☴⚐߇ࠇߎߒ

 ޕࠆߥߣࠬࡄࠆߖߐㅢ⇹ࠍᗧᕁߦหᤨࠅߥ

 㐿⊒ᮭ߇㐷એᄖߪ߆ߚߞߥ߁ߤࠄߥߚߞߢ߹߹ࠆࠇߐ⸵߽ߦ㕙⊕

㗴ޕࠆߢᗉဳߩ␠会߇ਥᵹߒ߆ߒޕߥࠇߒ߽߆ߚߡߞߥߦ⚐☴

ᮭജࠆߊߟࠍ⾆ᣖߪᩮࠍᜬߚ߹ޔߕߚㄘ᳃߽㗬߈ߴࠆหࠍᜬߣߥߚ

ࠇࠄ߃⠨ߣߚࠇ߹↢߇ኽᑪޔ᧪߇〝ᓘߋ❭ࠍਔᣇߢᒻߩ߆ࠄ߫ࠇߔ

 ޕࠆ߃ߣ㜞߇น⢻ᕈߚߞߢኽᑪߩᗉဳࠅࠃߪኽᑪߩߎߛߚޕࠆ

1. ਛ࿖ߪᒝ࿕ߥῳ♽ߢหߩᩮᐩ߹ᮭߢജ߇߱⚐☴ᮭജߪᚑ

 㨫ߥߒ┙

2. 大ᮭࠆࠃߦᱞജ⛔৻ߪᲧセ⊛ኈᤃߢหߩᒝ࿕ߥᛶ᛫ߥߪ

 㨫ߚߞ߆

(Њᒎ↢ߢⅣủ集⪭╬㨮ᚢ߇Ᏹᘒ) 

ߞߪᓕᚢࠄ߆ផ⒖ߩฎზߩᣇ߿ᴫ⁁ߩߤߥ⟎㈩ߩ⋵

ߩᚢ㑵ࠆߚࠊߦᢙජ年ࠄ߆ᢙ⊖年ࠇߐ৻⛔ߦᲧセ⊛ኈᤃ߇ߚ

 㨫ߚߞ߆ߥߪᛶ᛫ߥᒝ࿕ߩหߥ߁ࠃ
 と㨮ᮭജの論理化ߺㄟࠅ個人によるᮭജข߿❰⚵

 㐿ნߪ⨿ߩၮ␆ࠅߢ㨮㐿ნ߁⸒ߣ⺖㗴⸃ߩὑ㨮ᮭജ߇ᯏ⢻化ࠆߔ㨫

ᧂ㐿ߪߢࡉࠕߥߩ㊀ⵝ㛉߇㐿⊒㗔ਥߥࠄߥߦ㨫৻ᣇ㨮日ᧄߪߢ

㐿⊒㗔ਥ߇ᯏ⢻化ߩ❰⚵ߒౝㇱߦขࠅㄟ߹ࠆࠇ㨫ߩߎ⚿ᨐ㨮ᮭജߪਅጀߦ

㒠ࠅߪᱞ჻߿ㄘ᳃ߩᚲߦᏫߔ㨫߫߃ਅసߪਅጀᱞ჻㓏ጀߩห

⋉ࠍࠆว⼏㨮ᮭജߩขࠅㄟ߇ߣߎࠆߢߺ学会ߢ⼏論ࠆߡࠇߐ㨫߹

㗔ਥߪߚ 㨮ᮭᚲᮭ╬ⶄᢙᮭߩߩὐࠅߢᚲᮭߪ㗔ਥ߿ㄘ

᳃ߚߞߦ㨫 
ᩮߩኽᑪߚࠆߦㄘ᳃߇ߩ߽߁⸒ߣᚲߪߢ日ᧄޔ႐วߥ߁ࠃߩߎ 

ࠆߔߣၮᧄࠍᧅࠇߊߠၮߦᢎߚ߹ޕߥߪߢߩ߽ࠆࠇẩߦኈᤃߊᷓߪ

ᗉ߽ߩࠆࠇ߹߁߇ᒰὼߥ߁ࠃߩߎޕࠆ߃⸒ߣࠆߢੱࠍၮᧄࠆߔߣ␠

会ߪߢߩ߆ࠄᒻᮭߢജ߇ੱࠆߔࠬࠢࠕߦᚻᲑࠍࠅߛޕ߁ࠈߛߔ

㐿ᜏᩣߦ೨ឭࠍᚑഞႎ㈽ߚߩ㆐⺞ߩ㊄⾗ߢ㐿ნߩᳯᚭ߇ࠆߥߦᓟ߱

ޕࠞ߁ࠈߛߟ1ߩߺㄟࠅขߩੱࠆࠃߦജᮭ߽ࠇߎޕߚߒ集ࠍ ߪࡦࠛ

⑳⊛ᓥዻߪ⊛ᮭᆭߩ৻ㇱߦធㄭࠆߔᚻᲑߣࠆߢㅀࠆߡߴ㨫 
ᮭജ߳ߩੱࠢࠕ  ࠬ
 日ᧄᢥߢੱ߇ᚑ┙ߪߣߎߥ߁ࠃߩߎ߫ࠇߌߥߡߒޕߥ߃ࠅߎ

ੱߪߣߎߚߡࠇ߹↢߇ᰴ߽ࠄ߆ߣߎߥ߁ࠃߩޕࠆߢ߆ࠄరߩ 㨮ੂ

ᐔᴦⷫߩߢੂߩఱᒉ߇ߡࠇࠆߔߣߒ⦟ࠍߩ߁㨫ߪࠇߎੱⴕേ߇ዋߥ

ᓮᚑᢌᑼ߫߃ޕࠆߡߒ␜ࠍߣߎߚߞߦၮᧄߪߢ㑆ߩ⚖ᱞ჻㓏߽ߣߊ

ߒ┙⏕߇⟵ੱਥߥቢోߦ㘑߁⸒ߣߥߐ߷ߦᣖⷫࠍ⟍ߪߢⷙቯߩ⋠

ᱞ჻ߚ߹㨫ࠆߢࠇߎ߽⾥⾨ߩߩ߽߈߱߆ߩߢᚢ࿖߿↸ቶߩᓟޕࠆߡ

ᖡౄޔ㔌⣕ߩࠄ߆᧤ଶ᜔ࠆࠃߦኾᔃᔨߩㆩ㨫ᵺ⌀ቬߩ᧤⚂ࠆࠃߦ

ᔃ学ޔ┙⏕ߩࠖ࠹ࠖ࠹ࡦ࠺ࠗࠕߩᏆ⥄ߣ㔌⣕ߩࠄ߆᧤᜔ࠆࠇࠄߺߦ╬

 ޕߥ߇ࠅ߈߫ࠇߍ߃ᢙߤߥౝୃⴕߩߤߥ
論ℂ/⚐☴ᮭജߩㄼਅߢ㨮⥄Ꮖࠍ㒢ቯߒ(৻㓈ࠍᾖߔࠄ)㨮ઁ⠪ߣ

 㨫ߚࠇ߹↢߇ᩰੱࠆ߈ࠅࠍ᧤⚂ߩ
⚐☴ᮭജㄼਅߢのㄭઍ的⚵❱人の⺀↢ 

 ⑳⊛ᓥዻߪ⊛ᮭᆭߩ৻ㇱߦធㄭࠆߔᚻᲑ(ࠞࡦࠛ)ᮭߡߒߣജ߳ߩ

ੱ߇ࠬࠢࠕᚑ┙ࠆߔ㨫ߩߎ⑳⊛ᓥዻ(ㆬᛯߩ㒢)߇↱⥄ߣ┙⁛ࠆࠃߦ㨮

⋡ᮡ߳ߩኾᔃࠍ᧤⚂߿ੱࠆ߈ࠅᩰ↢ࠍ㨫߫߃ᤃ߇ਥᵹࠕߚߞߢ

ߢਛ࿖ߚߞ߆ߥߒ┙ᚑ߇ജ/ኽᑪᮭ☴⚐ࠅߢߒถߒᕁߩ㨻㩡㨺ߪߢࡉ

 ޕࠆߢᘒ⁁ߥߤࠎߣ߶߇ᔨߪ
 㐿ნ߁⸒ߣ⇇ߦ߆߇大ߪ߆ᰴࠍߣߎߩ⠨ࡐ࠰ࡔ ޕࠆ߆ࠊ߫ࠇ߃

ߒᄌ化ߪ㊂ࠆࠇࠄᓧࠄ߆⒳ߩ☸㧝ߢ߹ࠆ⥋ߦࠄ߆ฎઍߪߢࠕࡒ࠲

ᄌߪ会␠ߒ߆ߒ㨫ߥߪߢᲧߩਛࡄ࠶ࡠ࡛ߪ㊂ߩߎ߽߆ߒ㨫ߥߡ

化߇ࠆߪߡߒၮᧄ⊛ߥ᭴ㅧ߇大ߊ߈ᄌߪࠇߎޕߊߦ⸒ߪߣߚߞࠊᧂ

㐿ߩ㐿ნߩੱߦ߆ޔ߇♖߿␠会᭴ㅧࠍᄌ߁ߣ߆ߊߡ߃ޕ߁ࠈߛ 

結論�

 日ᧄߪ㨮⥄↱ᱺ᳃ᢥࠅߢ↢ᘒ学⊛ⅣႺߡߒߣᧂ㐿߇ᐢ大ߦᐢࠅ߇㨮

ੱࠍ↱⥄ߩଦ進ࠆߔ㨫ߩߎหߩᒙ߇ߐ⚐☴ᮭജ/論ℂᮭജߺ↢ࠍ

 㨫(ฎઍ)ߔ
 ኽᑪߪߣᢥߣ㊁ⱄᷙߩਅߩߢ␠会⊛឵ߢਥߪࠬࡠࡊ⚐☴ᮭ

ജࠅࠃ߇論ℂ/ᯏ⢻化ߦ❰⚵ߒขࠅㄟ߹ࠇੱߦಽ㈩ࠆࠇߐㆊ⒟ߣࠆߢ

ᮭߦജ߇ੱߩߘࠍ❰⚵߿ౝㇱߦขࠅㄟߺੱࠍ❰⚵߿㎊ߢߔ߅ߥ߃

 ޕࠆ߃⸒ߣࠆ
 㨫ߚߒߺ↢ࠍੱ❰⚵⊛ㄭઍࠆߔㆩࠍ᧤⚂ߣା㗬ࠅࠃߦࠇߎ 
ᢥޕߐߛߊߒࠆࠁ߅ࠍߩࠆࠊ߆߇ 
ᱧผߩᓟߩߢℂ論化 
 ᐲᮭ߿ജߪ⸥ภ論ℂ⊛᭴ㅧߩߎߡߒߘޕߔ߹ࠅߥߦ߁ࠃࠆߣࠍ⸥ภ論

ℂߩߢᱜᒰߥ↪ߪ論ℂ⊛ߥ⌀୯ޕߔ߹ࠅߥߦߣߎ߁ߣࠆߢ 
 ⌀୯ࠍⅣႺ߆ߩ↢߇ᢥߩೋᦼߦೞශߚࠇߐᢥߪ߆ߩ↢߇ဳߩ

㔍ߒ㗴ޕߔ߹ࠅ߇ᢥߩೋᦼߦⅣႺࠅࠃߦೞශߩߘߪဳߚࠇߐᓟߩ

ᢥࠍขࠅᏎߊⅣႺ߇ᄌ化ߚߥߒᢥ߇ဳߩᜬߔߒ߇⌀ߟ論ℂ࠲

߽ߥ⊛会␠߁ߣᒝᒙߩ᳁ᣖߪߦⅣႺޕߔ߹߃ߣߊߡߒ進ዷ߇ࡊࠗ

 ޕߔ߹ߺߡߒ⸽ᬌࠍὐߩߎޕߔ߹ߡࠇ߹߽ߩ
日ᧄᢥߩⅣႺ߇᳁ᣖࠍᒙߣߎࠆ  
 日ᧄᢥߩೋᦼߪߦૐḨߦ㐿ᜏ߇⸳༡ࠇߐᴡᎹ᳚ߩỬࠅࠃߦኈᤃ

ߪ᳁ᣖߪߢⅣႺߥ߁ࠃߩߎޕߔ߹ࠇࠄ߃⠨ߣߚࠇߐ⎕უߪ㐿ნߩߎߦ

⛽ᜬࠍࠇߎޕߚߒ߹ߒߣߊߦߒ◲නߢ࡞࠺ࡕߥ⺑ޕߔ߹ߒ 
 ᢥੱߩญߩ50ߢ100ਁੱ߇᳁ᣖࠇ߆ࠊߦ᳁ᣖੱߩᢙߪ㧞ਁੱߒߣ߹

ࠆߔ᭴ᚑࠍᢥޕߔ (ၞ࿖)ߩ⋵ߩ߹߇ඨಽ⒟ᐲߢ 50 ޔࠅߥࠄ߆࿖ߩ

ߩߟߚ߰ߪߚ߹ߟߣ߭ࠍᵹၞߩߟߣ߭ࠅߦᵹၞߩᴡᎹߩ10߇࿖ߩߎ

᳁ᣖ߇භޔઁߒߣࠆߡߒ ߣߔ߹ߒߣࠆߢࠎ߇᳁ᣖߩߪߦᴡᎹߩ

ߥࠄ߆࿖ߩ10߇Ꮊޕߔ߹ࠅߥߦ20ࠄ߆10ߪᢙߩ᳁ᣖߪߦ࿖ߩߟߣ߭

ߖࠄ߆㧞᳁ᣖߪᢙߦᴡᎹߩߟߴߢห৻᳁ᣖߪߢᎺߣߔ߹ߒߣࠆ

 ޕߔ߹ࠅߥߦ4᳁ᣖߗ
ߩ᳁ᣖߩߘߣࠆߔỬ᳚߇ᴡᎹߩߟߣ߭ߡ߅ߦಽᏓߩ᳁ᣖߥ߁ࠃߩߎ 

ᚑຬࠍฃߌߩߟߣ߭ࠆࠇᴡᎹࠍභࠆߔห৻᳁ᣖߪᎺ߆ߟߣ߭ߪߢ

ߔ⒖ߦ⼔ਅߩ᳁ᣖߩઁߪᚑຬߩ᳁ᣖߚߒỬ᳚߇ᴡᎹޔߊߥ߆ߒߟߚ߰

߈ߢߪߣߎࠆߔᜬ⛽ࠍ᳁ᣖߪߢᴫਅ⁁ߥ߁ࠃߩߎޕߔ߹ࠅߥߊߥ߆ߒࠆ

↥ㆮޔߍߣࠍ┙⁛ࠄ߆᳁ᣖߡࠇߥߪࠍ⚂ߩ᳁ᣖߪኅᣖޔࠅߢ⺣⋦ߥ

ߪሶଏࠅߥߊߥߪߣߎࠆࠇ߇⛮ߌฃߡ߃ߎࠍઍߢౝㇱߩኅᣖ߽⛯⋦ߩ

ኅࠍߡᣂߥߚ㐿ᜏ߁ߣࠆ᳞ࠍੱߩኅᣖࠅ➅߇┙⁛ߩࠄ߆ߒ

 ޕߔ߹ࠅߎ߇
߇ᔅⷐࠆߌߠߟߒᜬ⛽ࠍࠇߘ߈㐿ࠅಾࠍ〝᳓ߪ㐿ნߩૐḨޔࠎࠈߜ߽ 

ߣࠆߔ集⚿߇ኅᣖ߿ੱߦਅߩࡑࠬ㐿ნࠞߢήℂߪߢ⁛ኅᣖනࠅ

ߩᴡᎹߩߎ߇ߔߢߩߚߞ߹ᆎߡߒߣᱺ᳃ᢥߪ日ᧄᢥޕߔ߹ࠅߣࠍᒻ߁

᳚Ửߕ߃ߚࠅࠃߦᣂߥߚ⠹ࠇ߹↢߇㐿ნࠞߩࡑࠬਅߦੱ߇⚿集ߔ

ޕ߽ߚߒ߹ࠇ߹↢߇ࡊࠗ࠲ߩᢥ߁ߣࠆ  ޕߔ߹ߒ⸽ᬌࠍᓇ㗀ߩỬ᳚ߒዋ߁
ࠄ߆ᢙߩ࿖ࠆߪỬ߽᳚ߡߒߣࠆߔභ߇᳁ᣖߩᢙࠍ࿖ߩߟߣ߭ 

ඨಽએߩᴡᎹ᳚ߡߴߔࠍỬࠆߖߐ႐วߊ߅߅߇Ꮊోၞࠍᢙߩ᳁ᣖ

߽ߡߒߣߚߡߒࡃࠞ߇ 10%એੱߩญࠎ߱ߚᢙච%ੱߩญࠍฃߌ

ࠅߥߦߣߎࠆߦ⼔ਅߩ᳁ᣖߩߟߴߪኅᣖߚࠇ߰ߚࠆ߇ᔅⷐࠆ

⚿ࠍኅᣖߒᄌ化ߦၮᧄන߇ኅᣖࠅ߹ᒙߦᰴ第ߪ᳁ᣖޔ႐วߩߎޕߔ߹

集ࠆߔ㐿ნࠞ߇ࡑࠬᰴ第ᮭߦᆭࠍჇߒ㐿ნࠞࠍࡑࠬਛᔃߚߒߣ␠会

 ޕߔߢߕߪߊߡߒ┙ᚑ߇
㐿ნࠞߣࡑࠬෳ集㗅ᐨ 
 㐿ნࠞߩ߳ࡑࠬ⚿集ߪ㐿ნೋᦼޔਛᦼޔ⋥ㄭߩᴡᎹ᳚ߩỬࠅࠃߦෳ集

ᒝߪෳ集⠪ߩೋᦼߚߥᔅⷐ߇⚿࿅ᒝߩޘੱߦ㐿ნޔࠅߥࠄ߆㑆ੱߚߒ

ࠊ߆߁ߤ߆ࠆߔ⌕ቯߪᣂෳ⠪ߒߥࠍਛᩭߩ集࿅ߡߒߣฎෳࠇ߫⚿ߢ⚷

 ޕ߁ࠂߒߢߚߞߥߦߣߎࠆࠇ߆⟎ߦᄖߩ集࿅ߚߥࠄ߆
ޔᣇᑼઁߒᣂޔജߔㅢࠍᘒޔᜰዉജߪߦ㐿ნߚ߹  ࠇࠊߢၞߩ

߃ߣᣂෳ⠪ޔߚࠆ߇㐿ნᣇᑼߥߡࠇࠊߪߢᒰၞ߇ࠆߡ

᳁ޕߔߢߕߪࠆߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢෳടߦਛᔃߩ集࿅ߦᰴ第߫ࠇ߇⢻ജ߽ߤ

ᣖ߇ജࠍᄬߊߥߢߌߛߚߞ⢻ജ߇㊀ⷞࠇߐⴊ╭߽ࠅࠃ㐿ნࠞߩࡑࠬ



ᓮ㝬ࠍฃߜࠊߥߔޔߋ⛮ߌ集࿅ߩଔ୯ࠍዅ߱᳇㘑ޕ߁ࠂߒߢࠆࠇ߹↢߇ 
集ේℂ⚿ߩࠛࠗߚߖߐ┙ਔࠍᔘ⺈ᔃߣ┙⁛ࠆߌ߅ߦਛߩ日ᧄߪࠇߎ 

ߥਇน⢻߇ߣߎߋ⛮ࠍ↥ㆮߩኅᣖߡ߃ࠍઍߦหᤨޔ߇ߔߢߩ߽ߩߘ

ᘒߚࠆߎ߅߇ੱߒ┙⁛߇ᗉޔࠇᧅ߁ߣ㐿ნࠞࡑࠬએᄖ߁߽ߩ

ޕࠗߚߒ߹ߺ߁ࠍ会⚿集᭽ᑼ␠ߩߟߣ߭ ࠛ␠会ࠍᒻᚑߚߒᱞ჻߽ߡ߅ߦ

ⴕേߪ᳁ᣖߊߥߪߢࠛࠗ߿ੱ್ߩࠄ߆ߕߺ߇ᢿࠅࠃߦᚢߦෳടߚߒ

ᐔᧃࠆࠇࠄߺߦੱߩ⁛┙ⴕേޕߔ߹ߢࠎ↢ࠍ 
 ᢥߩᲧセࠅࠃߦⅣႺߩᓎഀ߁߽ࠍ৻ᐲޕߔ߹ߺߡߒࠢ࠶ࠚ࠴ 
 ᱺ᳃ߣಽᢿߣߐ߈大ߩၞࠆߦ࠻ࡊࠫࠛ
ޔઁߕߚ߽߆ߒ㗔ၞߩએਅࠇߘ߆ߓߥ߅ߣ日ᧄ߽࠻ࡊࠫࠛ  ߩࠄ߆ၞߩ

ଚ߽࿎㔍ߥᒻޔߒ߆ߒޕߔ߹ߡߒࠍ日ᧄࠆߥߣߎߪߣᱧผࠅߤߚࠍ

ޕࠛߚߒ߹ ᳁ᣖߊߥߣߎࠆߖߐ፣უࠍ⠹ߢ⊛ቯᦼߪᴡᎹ᳚Ửߩ࠻ࡊࠫ

ࠍ⛽ᜬߚ߹ޕߔ߹߈ߢ␠会⊛ߥౕ߽⊒ዷߚߚߞ߆ߥߡߒᢥߩ⊒

ዷ経〝ߣߚߞߡߞߥ⇣߇⠨ߚ߹ޕߔ߹ࠇࠄ߃ᡆૃ⊛ߥኽᑪ߆ࠇ߹↢߇

ዷ⊑ߥ⊛⛯ᜬ߁ߩ᪢ߌฃࠍଚߩ(፲ߩṼ⍾)࠻ࠪ࠶ࠞ߇ߔ߹ࠅ߆

 ޕߚߒߢࠎߖ߹߈ߢ߇
ࠬᚢ㑵ࠞࠆߦࡉࠕߣ集⚿ߩਅ߳ߩࡑࠬᚢ㑵ࠞࠆߺߦࡄ࠶ࡠ࡛

 集⚿ߩਅ߳ߩࡑ
ࠗ߇᳃ᣖߚߒ集⚿ߦਅߩࡑࠬᚢ㑵ࠞߢน⢻߇’ඨㄘඨߪࡄ࠶ࡠ࡛ 

ߛࠅߟࠍ会␠ߢਅߩࡑࠬࠞ߹߹ߩߘߒᱺ᳃ߡߒߣᓕᓟㄘ᳃ࠍࠬࠡ

ߩਅ߳ߩࡑࠬᚢ㑵ࠞߢ᳃ߩ’ㆆࠅࠃߦṼ⍾ߥቢోߪࡉࠕޔ߇ߚߒ߹ߒ

⚿集ߪ᳁ᣖනߦࠕࡒ࠲ࡐ࠰ࡔࠅߢଚᓟ߽⍾Ṽߩߢ↢ᵴࠍታⴕߒᣂ

ޕ߽ߚߒߢࠎߖ߹ߒߺ↢ࠍ会ᒻᘒ␠ߥߚ 進ዷߩኽᑪ߽ߢࡉࠕࠎࠈߜ

߇会␠ߢߣߎߚߌ⛯ࠅߦਅߩᤃⅣႺޔ⛯ㅪߩ፲ߩṼ⍾߇ߔ߹ࠇࠄ߇

⚐☴ᮭജ化ޔ論ℂᮭജ化ߩࡄ࠶ࡠ࡛ߊߥߣߎࠆߔଚࠍฃ߹ߒߡߌ߹

 ޕߔ
ߩ⚿論 ᐲⷐ⚛ߩ↪ߩᒻᘒ 
 ᳁ᣖ߽߭ߩߟߣ␠会⊛ౕߢߩߔߢⅣႺࠅࠃߦ᳁ᣖߩ↪߇ല

 ޕߔ߹ࠅߥߣ࡞ࡊࡦࠨࠆ߹߈߇߆ุ߆
論ℂᮭജߩᩭ 
 ⽎ࠍታࠆߔᚻᲑߪ論ℂᮭജߩߎޔߕ߹ޕࠎߖ߹ࠅ߉߆ߪߦᚻᲑߟߦ

 ޕߔ߹ߒࠍߩߡ
ᚻᲑߩ᭴ㅧ 
 ᚻᲑߪ␠会⊛ੱޔ 㑆⊛ޔ‛ℂ⊛ࠍߩߟੑߕࠊⷐ⚛ߩ㑆ߩ⋧ᄌ឵ߩ᭴

ㅧࠍਈޕߔ߹߃␠会⊛ᚻᲑߪ‛ߩ⋧ᄌ឵ࠍ㓚ߩߎޔߢߩ߽ࠆߔ㓚

ޕ߭ߔ߹ߡߞ┙ࠅᚑࠄ߆⚛ⷐߩߟߚ߰ߪ ߪߟߣ߭߁߽ࠅߢᐲߪߟߣ

⣖ౝߩⓨ㑆ࠆߡߞߚࠅߥߦᕁᗐⷐ⚛߇ⷙቯࠆߔⴕേߩ᭽ᑼߩߎޔࠅߢ

ᗧߢ␠会⊛ౕߪᐲߣ⣖ߩ㧞㊀ߩⅣႺߩਅ߃ߣࠆߡࠇ߆⟎ߦ߹

 ޕߔ߹ߡߒࠍ㊀᭴ㅧੑߪౕߦ߁ࠃߩߎޕߔ
ߩ↪߁ߥߎ߅߇ౕߢ㊀ᕈੑߩⅣႺߣ↪ߪ㊀᭴ㅧੑߩߟߣ߭߁߽ 

ലᕈߪⅣႺࠍࠇߎ߇ቯ߁ߢߎߎޕߔ߹ߒⅣႺߪ⥄ὼޔⵝ⟎⟲ޔᐲ

ߪߣౕߡߞ߇ߚߒޕߔ߹⸒߽ࠍⅣႺߩߢ⣖ౝߩੱߦ߽ߣߣ߁ࠍ⟲

ߣࠆߡߞᜬࠍᩮߦਔᣇߩ会⊛ᐲ␠ߣ⣖ޔࠅߢߩ߽߱⚿ࠍⅣႺߣ↪

ⅣႺࠆߥࠄ߆⚛ⷐߩߊᄙߊ߹ࠅߣࠍౕߪߣ႐ว␠会⊛ᐲߩߎޕߔ߹߃

ߣౕߩઁߊᏎࠅขࠍౕߩᒰߩ႐วߚߒ⋠ᵈߦౕߩቯ․ޔࠅߢ

 ޕߔ߹ࠅߥߦߣߎ߁
論ℂᮭജߩᩭ 
 Ꮢ႐߇⊛ੱߥ㑆ߩ₪ᓧⴕേߩ႐ߦߩࠆߢኻᮭߒജੱߩߡߴߔߪ

㑆ߩᨒ⚵ࠍߺࠆ␠会ోߩᄌ↪ߩߎޕߔ߹ߒߚߪࠍᄌ឵ゲߪᱧผ

ߩ⼏วޔࠇߐᒻᚑ߇〝回ࠬࠢࠕߡߒߣࠬࠢࠕߩੱߩജ߳ᮭ☴⚐ߦ⊛

ᒻᑼ߇ᢛߡࠇߐታޕߚߒ߹߈ߡࠇߐᄾ⚂ࠍㆩࠆߔᗧᔒߩ߳❰⚵߿ᔘ

ߦน⢻ࠍ論ℂᮭജߊ⛯ߦࠇߘߣജᮭ☴⚐ߥ߁ࠃߩߎ߇ว⚿ᒝ߁ߣ⺈

 ޕߔ߹ߡߒ
‛ℂ㧩♖㧩論ℂ⸥ㅀᨒߩߡߞߣߦ論ℂ߆ߦߥߪߣ 
⸥ภ論ℂߩߢᐲߣ♖ߩ⸥ㅀ 
 ‛ℂ㧩♖ⶄว⸥ㅀᨒߩߡߞߣߦ論ℂߩߟߚ߰ߪߣ㕙ޕ߭ߔ߹ࠅ߇

回ߩ࠲ࡘࡇࡦࠦߪߦ⊛ဳౖࠅߢ↪ߩߡߒߣ࠲࡞ࠖࡈ論ℂߪߟߣ

ᗧᕁቯ߁ߣᄙᢙේℂߪ会⼏߫߃ߣߚޕߔ߹ࠇࠄߍ߇Ṷ▚ᯏ⢻ߩ〝

ᣖ߳⾆ࠆߢᐙㇱᚑຬߩജᮭ☴⚐ߪኽᑪޔߒߔ߹ߖߥߺߣ࠲࡞ࠖࡈߩ

⋦ߩ㓏ጀߩᣇ⽕ᣖ㑆ࠅߢ〝回ࠆߔߦน⢻ࠍࠬࠢࠕߩᣇ⽕ᣖߩ

㑐ଥࠍᒻᚑߒᱞⵝ㐿ნㄘ᳃ߣᣇ⽕ᣖᮭߩࠆߔ┙⏕ࠍ論ℂ࠲࡞ࠖࡈ

 ޕߔ߹߃ߣࠆߢ
論ℂߩߟߚ߰ߩ㕙 
 ਛߩ論ℂߩ࠲࡞ࠖࡈ᭴ᚑⷐ⚛ߪℂߣ␠会⊛ߥജߩߟߚ߰ߩ

㕙ޕߔ߹ߡ߈ߢࠄ߆␠会⊛ߥജ߇ߔ߹ߪߣታ㓙ߪߦ␠会ߩᔅⷐߣ

ല₸ࠅࠃߦ␠会⊛ജߩߎࠇ߹↢߇ജࠆ߇ߥߟ߇㑐ଥ߇論ℂ࠲࡞ࠖࡈ

࡞ࠖࡈ論ℂߚߞߥߦᒻߛࠎ߇ࠁߡߞࠃߦജߥ⊛会␠ޔࠅߢߩࠆߥߣ

ߪࠇߘޕߔ߹ࠅࠊ߆ߡߞขߦ࠲࡞ࠖࡈ論ℂߥ⊛₸ലߥᱜߡ߇߿ߪ࠲

␠会⊛ߥ⟵ᙍ߇㐳ᱧผߪߢ↪ߒᏆ⊛ߥ␠会ߩല₸ࠍᅹࠆߍജࠍ

ឃ㒰ޕߔߢࠄ߆ߊߡߒ 
߿ല₸ᕈߡߡߞᜬࠍ᭴ㅧߔߺ↢ࠍജߌߛࠇߘߪജߥ⊛会␠ߚ߹ 

論ℂ⊛ߥᄌ឵ജߦఝࠇᦨೋߪജ⊛ߛࠎ߇ࠁߥᒻߡ߇߿߽ߡߞߢ論ℂ

化ࠇߐ␠会⊛ߥജߩ᭴ㅧߪㆡಾߦߩ߽ߥᄌ឵ޕߔ߹߈ߡࠇߐᱧผߎߪ

 ޕߔ߹ߡߒߒࠍࠇ
会ォ឵␠ߥᒝജߢㆊ⒟ߩ化☴⚐ߩജᮭߒォ化ߦ論ℂᮭജߪኽᑪߩߎ 

ജࠍ₪ᓧޔߦ߽ߣߣࠆߔ৻ឨߣᗉࠆࠇࠄߺߦᗧᕁߩวᗧߩᒻᑼߺ↢ࠍ

ੱ㑆ⴕേޕߚߒ߹߃߆߽ࠍⴕേߥ↱⥄ߪߡߟߦⴕേࠍน⢻ࠆߔߦ⥄ਥ⁛

ߩ♖ߚߒߦߟߣ߭ࠍ㗴⺖ߩ㧞㊀ࠆߥߣߎ߁ߣ⺈ᔘߩജ߳ᮭߣ┙

ޔᮭࠅ߇┙⏕ ജߩߣ৻化ࠅࠃߦ␠会ోߩ❰⚵߿ォ឵߁ߥߎ߅ജࠍน

⢻ࠆߔߦ♖ޕߔ߹ࠇ߹߁߇ 
論ℂォߩߎޔࠇߐࠊࠄߡߒߣ୯⌀ߪߦ⊛論ℂߪᐲ߿♖ߥ߁ࠃߩߎ 

ߡߒߘℂ߿⺈ᔘߦ߁ࠃࠆߥߦᩭߩ会␠߇୯⌀߇論ℂᮭജ߁ߥߎ߅ࠍ឵

ⴕߥ⊛日Ᏹࠆࠃߦᐲߣജᮭߪࠇߎޕߔ߹ࠇ߹ㄟߺ⚵ߦౝ㕙ߩੱ߇┙⁛

േ߇♖ߩᒻࠍࠅޕ߁ࠂߒߢࠆ߃ߣߚߒ 
ᄤ⊞ߣ⥄↱ 
ߩ߽ߚߒᐲ化ࠍ⌀ߩߎߒߛߺ߁ࠍ߃⠨߁ߣℂߪߢ日ᧄޔᨐ⚿ߩߘ 

ߩߎޕߚߒ߹߃ߢᱧผಽᨆߚߒߦゲࠍᢥ論ࠍ論⚿߁ߣࠆߢᄤ⊞߇

ᄤ⊞ߪߣ৻ឨ߿ኽᑪ߿ว⼏ߢߜߚ߆߁ߣᐲ化߫ࠊߡߡࠇߐ

ᄤ⊞ߪᒻᑼ⊛ߥੱࠆߤߚ߆ࠍ┙⁛ߣ↱⥄ߩᨒߥ߁ࠃߩᓎഀߡߒߚߪࠍ

りࠅߢ⌀ߪߡߞߣߦ日ᧄੱߦએࠇߘ߇ߔ߹ࠅߢ⡛ߪ⊞ᄤޕߔ߹

ㄭࠆߦജߡߒߣ↱⥄ߩࠄ߆ᗧ⼂ޕߔ߹ߡࠇߐᄤ⊞ߪଶߟߴߪߣ

ઍߡߞขߦജᮭߪ⊞ᄤߡ߅ߦᱧผ㐳ߚࠆߢ⌀ࠆߔࠍࠇߘߩ

ߩߤ߶ࠇߎߗߥ߇⊞ᄤޕ߁ࠂߒߢࠆ߃ߣߚ߈ߡߒ⛯᳗ߊߥߣߎࠆࠇࠄࠊ

⛘ኻᕈߡߞ߽ࠍੱߥ߁ࠃߩߎߪ߆ߚࠇࠄ߃߆ߦଶߩࠄ߆㐿ߣ

 ޕߔߢߣߎߥࠇࠄ߃⠨ߡߒߊߥ㕙߁
 ᢥ論ࠄ߆ᐲߩ⸥ㅀᨒߚࠆ߃ࠍ⸥ภ論ℂߩߘߣ⌀୯ߡߟߦ⼏論

 ޕߔ߹ߒࠍ
ᐲࠆߌ߅ߦ⌀ 
ߢ߹߁⸒ߪߣߎࠆߔ㑐ଥߦ⌀ߥ⊛論ℂߪߣ⌀ࠆߌ߅ߦᐲߥ߁ࠃߩߎ 

ᱜߡߒߣ論ℂోࠅߣࠍ୯ߩ⇣⌀ߢ論ℂ♽ౝ߇⚛論ℂⷐޕࠎߖ߹ࠅ߽

ࠇߐࠊࠄߢ論ℂ߇ᐲߦ߁ࠃߚߒ߹ߦߢߔޕߔ߹ࠅߥߣ⌀߇ߣߎߒ

ߞߣߦ会ో␠ߡߒߘޕߔ߹ߡߒሽ߇⌀ߩߡߞߣߦᐲోޔએࠆ

߇⌀ߚߒ┙ᚑࠅࠃߦⅣႺ߮ࠃ߅ᢥ化ߦೋᦼߩᱧผߦߊߣߒሽ߇⌀߽ߡ

߹߃ߣࠆߢ⌀ߥ⊛ᱧผᢥߢᗧ߁ߣࠆ߈ࠍᱧผዷ㐿ߩᓟߩߘ

ߚߞߡߒⷙቯࠍᱧผዷ㐿ߩ日ᧄᢥߩᓟߩߘ߇⌀ߥ⊛ᱧผᢥߩߎޕߔ

 ޕߔߢࠅ߅ߣߚߦߢߔߪߣߎ
ߊ߰ࠍ࠲࡞ࠖࡈ論ℂᒻᑼ( 論ℂߪᐲ߿ജᮭޔ߫ࠇߣ߹ࠍࠄࠇߎ 

ᐲߩᗧࠈ߭߇⌀ߥ߁ࠃߩߎޕߔ߹߃ߣࠆߥࠄ߆ߟߚ߰ߩ⌀ߣ( 

 ޕ߁ࠂߒ߹ߺߡߒ⠨ኤߒߎߔࠍ߆ࠆࠇߐ᭴ᚑߦ߁ࠃߩߤࠄ߆
ᐲߡߒߘޔ߆ߦߥߪߣᐲߦ߁ࠃߩߤߪ⸥ㅀ߆߈ߴࠆࠇߐ 
 ᐲߪߣᖱႎޔੱ‛ޔ ࠇߺߊࠈ߭ࠅࠃߒ߁ࠂߒߢࠆ߃ߣࠆߢᵹㅢߩ

߫ᐲߪ‛ߩᄌ឵ߩ♽ࠅߢᵹㅢߩߘߪ৻㕙ޕੱߔߢ ߹ߟ߇‛߿

ߡߒߣਛᔃߩ↪ߩᐲ߇ੱߔ߆േࠍᐲߕ߃ߪߣᐲߪߢߌߛߚߞ

㗴ޕߔ߹ࠅߥߦᐲࠍേੱߔ߆㑆ࠍേ߇ߩߔ߆ᖱႎ߫ࠇߔߣࠆߢᖱႎ

 ޕࠎߖ߹ࠇߒ߽߆ࠆ߃ߣࠆߢᩭߩᐲ߇
ޕߔߢᔨᒙ߽ߦ߆ߪᖱႎߴࠄߊߣ論ℂߚߒ߹߈ߡߺߦߢߔޔߒ߆ߒ 

ᖱႎߪᐲࠍ߃߁ߩᵹࠄ߆ߔߢߩߥ߉ߔߦߊߡࠇᐲࠍ᭴ᚑࠆߔⷐ



࿃ߡߒߣᖱႎߩߟߴߦࠅࠊ߆ߩᔨ߽ޕ߁ࠂߒߢࠃ߇߁߶ࠆߊߡߞᐲ

ᐲ⥄りޔߦ߽ߣߣࠆߡߒࠍ᭴ㅧ߁ߣⶄวߩภ論ℂ⸤߇᭴ㅧ⥄ߪ

₸ലߦ⊛ᱧผߪߣภ論ℂ⸤ߩߎޕߔ߹ߡߞߥߦภ論ℂ⸤ߪේℂߔ߆േࠍ

ߖ߹ࠅߥ߆߶ߦᨐ⚿ߚ߈ߡࠇߐᒻᚑ߇ᐲߡߒߣߩ߽ࠆߔࠍℂߣ

ᐲߢߩߔߢᔨᐢࠆߚࠊߢ߹ߦᕁᗐ߿ᐲࠄ߆⟎ⵝߪ論ℂߒ߆ߒޕࠎ

 ޕ߁ࠂߒߢࠃ߇߁߶ࠆߔ化ౕߒߎߔࠍ論ℂߦᒻߚߒㆡวߦ
߈߅ߡߒឭࠍ߃⠨߁ߣ᭴࿑ߡߒߣ論ℂࠆߔ化ౕߦᐲߪߢߎߎ 

ߦౝㇱߩߘߪ᭴࿑ޔࠅߢߺ⚵ᨒߔߛߺ߁ࠍⴕേߟ߽ߩੱߪߣ᭴࿑ޕߔ߹

ⴕേࠍⷙቯࠆߔᔨߩ♽ߩߎޕߔ߹߃ߣࠆߢⷐ⚛ߪߡߒߣᛩޔᱞ

ജޔ論ℂᮭޔജޔ⽻ᐊߩߤߥᐲࠆ߃ߣߩ߽ߩߘᒻᑼ⊛ߥⷐ࿃ޔࠅ߇

 ޕߔ߹ࠅ߽⚛ⷐߥ⊛♖ߩߤߥቬᢎޔ᧦ᕁᗐାߚ߹
   ᭴࿑ߣ論ℂߣߞ߽ߪߦ㊀ⷐߥ㑐ଥߢ߹ߦߎߘ߇ߔߢߩࠆ߇〯ߺ

ㄟޕࠎߖ߹ࠇ߰ߢߩߔ߹ߒੂᷙߣ 
 ᭴࿑ߩੱߪߣ㗡߁ߣࠆߦᗧߦ߽ߣߣࠆߢߩ߽߁ߥߦ߇ੱߢ

ᐲߩ⌀୯ߡߒߣቯ⟵ੱߚ߹ޔ߈ߢ㑆ⴕേࠍⷙቯࠆߔⷙቯߩ♽ߣࠆߢ

ដߪߣ᭴࿑߫ࠇߣ߹ࠍࠄࠇߎޕߔ߹߃ߣࠆߢ⚛ⷐߩᐲߢᗧ߁

ដߥ߁ࠃߩߎޕߔ߹߃ߣࠆߢߌដߩᐲޔⴕേޔੱߜࠊߥߔޔߌ

ޔߦ߁ࠃߚߒ߹ߺߦߢߔ ޕߔ߹ߡߒኻᔕߦ↪ᯏ᭴ߩ⟎ⵝߥ⊛ℂ‛ߪߌ

‛ℂ↪ߡߒߚߦᐲߩ❰⚵߿↪ੱߪߣ㑆ⴕേߘޕߔ߹߃ߣࠆߢ

ޕߔ߹߃ߣࠆߡߒ㑐ଥ߇ଔ୯߿ᗵᖱ߿ኂߪ㑆ⴕേੱߥ߁ࠃߩߎߡߒ

ࠅ߽ߢ߹߁ߪߩࠆ߇㑐ଥ߽ߦ↪ℂ⊛‛ߊߥߪߢߌߛࠇߘߒ߆ߒ

ࠍ㑆ⴕേੱࠆߦ⢛ᓟߩᐲޔߕߖߦ㗴ߪ↪ℂ‛ߪߢߎߎޕࠎߖ߹

㗴ޕ߁ࠂߒ߹ߺߡߒߦ 
᭴࿑ߩౝኈ 
 ᐲߪ⸥ภ論ℂߢ⸥ㅀࠆࠇߐౝኈࠍߦ߽ߣߣࠆߡ߃⻉⒳ߩ論ℂ⊛

ᕈᩰߩߡߒߣ⟎ⵝߩߎޕߔ߹ࠅ߽ߢ⟎ⵝ߁ߥߎ߅ࠍᄌ឵ߥ⊛ℂ‛ߚ߹ߥ

ࠍᕈᩰߩ⟎ⵝߥ߁ࠃߩߎޔߊ߆ߜߦ⟎化学ᔕⵝ߿ᯏ᪾ࠅࠃ߁ߣ論ℂߪ

⸥ㅀߡߒߣߩ߽ߔ߿ࠅ߆ࠊߦߩࠆߔ᭴࿑ࠍឭޕߚߒ߹ߒ᭴࿑ߩߒߣ

 ޕߔ߹ࠇࠄߍ߇ࡓ第ਃ⠪ࠥߪߡ
 ⚐☴ᮭജߪኽᑪ化ߩㆊ⒟ߢಽഀߥߚࠄࠇߐℂ߁ߣℂᔨߩਅౣߦ

ᒻ߁⸒ߣߩઍᤨߩߤߥ大化ߪേຬߩߢਅߩኽᑪޕߔ߹߈ߡࠇߐ✬

ኻ⛘ޔߢߩ߽ࠆࠃߦ⺈ᔘߥ⊛⊑⥄ߩᱞ჻ߡߒߣᄺࠆႎߦᓮᕲߊߥߪߢ

ߩߎޕߔߢߣߎߥ߽ߢ߹߁⸒ߪߩࠆߢߩ߽ߥ⊛⊑⥄ߊߥߪߢߥ⊛

߽ࠍኂ߁ߣᄺߣᓮᕲߊߥߢߥ⚐නߪ᭴࿑ߩജᮭߩ⺈ᔘߥ߁ࠃ

会␠ߩߡߒߣၮḰߩⴕേߚߒߦ␆ၮࠍߐታ⺈ߥ⊛♖߇ࠆߪߡߒߦߣ

േ⊑ߩⴕേߥࠈࠈߡߒߣⶄว( ᓮᕲⴕὑ㧗ᄺⴕὑ )ߩౕߥ⊛

 ޕߔ߹ߡߒ┙ᚑߡߒߣⶄวߩࡓ࠭࠾ࠞࡔ
 ᐲ߇ᯏ᪾⊛ߥേޔߦ߽ߣߣࠆ߃ߥߘࠍࡓ࠭࠾ࠞࡔᔘ⺈ᔃ߁ߣᣂߚ

߁ࠃߩ化学ᔕኈེ߽߆ߚߡߒߣᒻᚑߩ⚛ᕁᗐⷐࠍࡓ࠭࠾ࠞࡔ♖ߥ

නߩએ೨ࠇߘߪ᭴࿑ߩᐲߥ߁ࠃߩߎޕߔ߹߈ߢ߇ߣߎ߁ߣߚߒᒻᚑߦ

ᯏ᪾߇ᐲ⥄りޔߦ߽ߣߣࠆߢߩ߽ߚߒ⽩ᄌࠄ߆ߩ߽ߥߩᕈ⊑⥄ߢ⚐

ᒻᑼߩߡߒߣ⟎ⵝࠆ߃߽ࠍࡓ࠭࠾ࠞࡔᔕ♖ߜ߽ࠍᄌ឵േຬജߥ⊛

 ޕߚߒ߹ߖߐ┙ᚑࠍ᭴࿑ߥⶄ㔀߁ߣߟ߽ࠍ
 ᮭജߩಽഀߩ進ዷߪߡ߇߿ߪ৻ឨ߁ߣᗧߩ集ว߽ࠍࡓ࠭࠾ࠞࡔ↢

♖⺈ᔘߥ⊛┙⥄ߩኽᑪೋᦼޔߪ᭴࿑ߩߎޕߔ߹ߒ┙ᚑ߇᭴࿑ߥߚᣂߒߺ

ߓߥ߅ߣᩮࠍᜬᮭߪߟ৻ޔߡߡߞജߩ߁ߘߞࠅࠃߩಽഀ߁ߣቴⷰ

ੱߚߒߎ߅߈߭߇ಽഀߩജᮭߥ߁ࠃߩߺߪߟߣ߭߁߽ࠅߢߩ߽ߥ⊛

߆ߕߺߡߒ進ዷߦࠄߐ߇♖┙⁛ߥ⊛⊑⥄߁ߣ⺈ᔘߣౝ㕙化ߩ♖ߩ

ߚ߽ࠍ進ዷ߁ߣ┙⁛ࠅࠃߩ♖߁ߣࠆߔታࠅࠃߦ⼏วࠍⷐ᳞ߩࠄ

ㆊߊߡߒ論ℂ化߁ߘߞࠅࠃࠍᐲߡߒᓧ₪ࠍ会⊛ౕ␠ߦหᤨߒࠄ

⒟ޕߔ߹߃ߣࠆߢ 
⚿論 
 ٨ ⌀୯ߩᱧผ⊛ዷ㐿߇᭴࿑ߥࠈࠈߢ␠会⊛߹ߚⴕേߩౕ߇േ

ຬࠇߐ⋧ߦ㑐ㅪߟߟߒബࠆߔ೨ឭ߿᧦ઙ߇ࡓ࠭࠾ࠞࡔ߿᭴࿑߁ߣ

 ޕࠆߥߦߣߎ
 ٨ ᮭജߩಽഀߣ進ዷߢਛߩᐲߩ᭴࿑ࠆߥࠎߚ߈ߢ߇ߩ㗔

 ޕߊߡ߈ߢ߇᭴࿑߈ߣߩߎޔߒ進ዷߣ߳❰⚵ߥ⊛論ℂࠄ߆
ޔ߭߇ߛኽᑪߢ⺈ᔘޔࠅߢℂߪߟߣ߭ ٨  ߣ集⚂ᯏ᭴ߩᗧߩߣ

 ޕࠆ߇ᗉޔឨ৻߿ᧅࠇߡߒ

 ٨ ᭴࿑ߪߣ␠会⊛ޔ‛ℂ⊛ߥⶄᢙߩౕߦ߁ࠃߩߤ߇߁ߣ߆ߊᨒ

 ޕ߁ࠍߺ⚵
ߩߡߒߣ㑐ଥ⋦ߩࠄࠇߘߣ集วߩౕߩⴕേߪ᭴࿑ߩࠄࠇߎ ٨ 

ដߡߒߣᱧผ⊛ߦ␠会⊛ߥᄌ឵↪߇ᒻᚑ߇ࠄࠇߘࠇߐ᭴࿑ߡߒߣ⏕┙

 ޕߚߒ
第ਃ⠪ࠥߩࡓ⠨߃ᣇ 
 ⵙ್ߩၮ␆ࠆߥߣᴺߩㆡ↪ߥࠈࠈߪߦ⥄↱ᐲᮭੱ߫߃ߣߚޕࠆ߇

ߡߌ⛯ࠇߐήⷞߪᮭੱߩⵍኂ⠪ࠇߐ㊀ⷞ߇ᮭੱߩੱ‽ߪߦߋߔᚢᓟ߇ߛ

߽ࠢ࠶࡚ࠪߩᢌᚢߢዉߩᔨᮭੱߩᚢ⋥ᓟߪᘒߥ߁ࠃߩߎޕߚ߈

 ޕߚߞ߆ߥࠊ⇼߽⺕ߢⷞὐ߁ߣ⼔ߩᒙ⠪߳ࠅ
ᄌߦᰴ第ߪᘒࠅࠃߦઙߥ⊛᠄ⴣࠆࠃߦሶଏߩߤߥᱫ࠻࠶ࡑޔߒ߆ߒ 

化ᮭੱߪࠇߎޕࠆߥߦ߁ࠃࠆߔᕁᗐ߇ടኂ⠪ࠄ߆ⵍኂ⠪߳180ߣqォ឵ߔ

ࠆࠃߦ߈ᦠ‛ޔႎࠆࠃߦࡒࠦࠬࡑߪߢㆊ⒟ߩߘޔ߇ࠆࠇߐታߢߣߎࠆ

ߥ⺞ᩏߣᧄߩ ޔⵍኂ⠪ߩῳᲣࠍਛᔃߚߒߣ⟑ฬᵴേߣᐭ߳ߩឭ

ߣⵍኂ⠪ੱᮭ⼔┙ᴺ化ߩࠄࠇߎޔࠅ߇࡞ࡇࠕߩ߳ࡒࠦࠬࡑ߿ᵴേ

ᬌ߿ⵙ್ቭߚ߹ޔᴺ化┙ࠆࠃߦᴺᯏ㑐┙ࠆࠃߦᄌ化ߩ論ߩߡߒߣᨐ⚿ߩ

߿⼊ኤࠆࠃߦⵍኂ⠪⼔ⷰߩὐߩࠄ߆ㆇ↪ߩᄌ化ޔࠅࠃߦⵍኂ⠪ᮭੱߩ

ߢ第ਃ⠪ߪߣ論ߢߎߎޕߚࠇࠊⴕ߇ㆡᱜ化ߩ⟏ಣߩടኂ⠪߳ߣ┙⏕ߩ

会⊛␠߁ߣᱜ⟵ᔨ߿ᴺࠅࠃߦࡓࠥ߁ߣᓧ₪ߩᗧߩ第ਃ⠪ޔࠅ

 ޕࠆߥߦߣߎࠆࠇߐߥ߇ォ឵ߩ180qߩౕ
ኻߩᮭੱߡߒߦ೨ឭࠍ୯⌀ߩ࡞ࡌᷓ߁ߣᮭੱ߇ᐲ⥄りߪࠇߎ 

߈ߡߒ化ౕߣ୯߳⌀ߩ࡞ࡌߩࠅࠃ߁ߣടኂ⠪߿ⵍኂ⠪ࠍ⽎

ᴺߦ⽎ኻߩߤߒㆬᛯࠍࠇߤߩℂᔨߩᴺߩⶄᢙࠅࠃߦⵙ್ቭߪߦᐲޕߔ߹

ࠅ߇ᚻᲑߩᴺ化┙߁ᓥߦ論ࠆࠃߦᐭߚ߹ޔ߈ߢㆬᛯࠍ߆ࠆߔ↪ㆡࠍ

ޔࡒࠦࠬࡑޔ論ޔ߈ᦠ‛ޔⵙ್ޔⴕޔᴺ┙ߪߡߒߣ会ో␠ߚ߹ޕߔ߹

ⵍኂ⠪߇ߤߥሽޔߡߡߒ৻ቯߢࡓ࠭࠾ࠞࡔߩⵍኂ⠪Ј‛ᦠ߈Јࠦࠬࡑ

ࠆ߃ߎࠍ࠲࡞ࠖࡈޔߒሽ߇࠲࡞ࠖࡈߣࠬࡄߔߔߣЈ┙ᴺЈⴕࡒ

৻ቯߩജࠍ࠲࡞ࠖࡈߣߊࠄߚߪ߇ㅢㆊߩ߉ߟߡߒᐲ߳ߣὶὐߞ⒖߇

 ޕߔ߹ߡߒሽ߇᭴࿑߁ߣߊߡ
ਛࠅߣࠍ論ℂ᭴ㅧߚ߃ࠍᐲ↱⥄ߪ会␠ߩࠇࠊࠇࠊޔ߫ࠇߺߦ߁ࠃߩߎ 

ߩ␠会ᯏ᭴ࠄ߆߫ࠇ㐳⿷ߩ進ᱠࠍㆀޕ߁ࠂߒߢࠆ߃ߣࠆߡߍ 
٨ ᭴࿑߇␠会⊛ߥౕߩ㈩⟎߿ᐲߩ࠲࡞ࠖࡈബ߿ᐲߩ

ബ㗅ᐨࠍᗐቯޕߔ߹߃ߣࠆߡߒ 
ੱ㑆߁ߥߎ߅ߩ↪ߩߡߒߣဳౖߩ経済ᵴേᮭߣജⴕേ 
 ᱺ᳃ᢥߡߒߣᚑ┙ߚߒ日ᧄᢥߪṽ᳃ᣖߥ߁ࠃߩᒝ᳁ᣖߣ߽ߪ

ߩၞߩߘߒ፣უߕ߃ߚࠅࠃߦᕆᵹߪ㐿ნޔ߃߁ߚߞ߆ߥߡߞ߽ߣ߽

ᚑຬߩઁߪၞ߳⒖േ߁ߣߥ߃ࠍࠆߑߖ⁁ᴫߚߩߎޕߚߒ߹ࠅߦ

ၞᮭߩജᐙㇱ߽ߤ߃ߣ৻ᐲᴡᎹ᳚ߩỬߩߚ߫߃ߦᚑຬߓߥ߅ߣ

ੱߡߞߣߦࠇࠊࠇࠊޕߔ߹߹ߒߡߜ⪬ߦ㑆ߩᐔ╬ߥ߁ࠃߩߎߪᢥೋ

ᦼߩ⁁ᴫߦᩮޕߔ߹߃ߣࠆߡߒߑ 
ଔ୯ߥ⊛ኻ⛘ࠅߥߣߎߊߚߞ߹ߪߣജᮭߥ߁ࠃߩߎߪ⊞ᄤ߁߸ߞ 

ᮭߥ⊛ቬᢎޔߒߚߦߩߚߒ፣უࠅࠃߦᵩ᳓߇ၞᮭജޕߔ߹ߡߞ߽ࠍ

ᆭߪᵩ᳓ࠅࠃߦᱞⵝᮭജ߇፣უߦߩࠆߔኻᲧߩߘߡߒജࠍჇ߈ߡߒ߹

ᱞജࠆࠇߐᔺ⇊ߚߞߦㄝߩߘߣᄤᾖ大ߪߢ日ᧄᢥߪߦ⊛ᱧผޕߔ

ߏߩߘߒᐲუṌ৻ࠅࠃߦ大ੂߪᱞജߡߒߘޔߒ┙ᚑ߇ജᮭߡߒߣਔベߩ

ߩᱞⵝᮭജߥ߁ࠃߩߎޕߚߒ߹ࠇ߹߁߇ᮭߚߒቯࠅࠃߦޠ⼏ථ会ޟ

ᴚ⪭ߣวᗧࠆࠃߦᄤ⊞( 大₺ )ߩᠩ┙᳚ߪỬߕ߃ߚࠅࠃߦᚑຬ⒖߇േߒ

߽ࠆࠊᄌߪߩߘࠅࠃߦỬ߽᳚ߡߒߦߟᜬࠍᆭᮭ߇ᚑຬߚߣ߽ߣ߽

߹↢ࠅࠃߦࠇߘߣᴫ⁁߁ߣࠆࠇߐ↪⊓߫ࠇ߇ᣂෳ⠪߽⢻ജޔࠅߢߩ

߹߃ߣࠆߦ⢛᥊߇ᕁᗐ߁ߣࠆߢߩ߽ߥ⊛ᤨ৻ߪജᮭߩߚࠇ

 ޕߔ
大ߥㆡᐲࠇߐಽᢿߦᎹ߿ጊޔߦ߃߁ߩਔᣇߩᆭᕈᮭߣᐔ╬ᕈߥ߁ࠃߩߎ 

ࠆߢේဳߩ⊞ᄤߡߒߣวᗧߩᣇ⽕ᣖߚߒߦᩮࠍၞߩߊᢙᄙߩߐ߈

大ᮭ߫ࠊޕߚߒ߹ࠇ߹߁ߪᣇ⽕ᣖߩㅪ┙ᮭޔߦ߽ߣߣࠆߢㅪ

ᆭᮭߚߒ⛘ఝߦ߃ࠁ⡛ߥ⊛ቬᢎߚࠇ㔌ߌ߆ߪߣᣖ⽕ࠆߢ᭴ᚑຬߩ┙

ᕈࠍᱧผߩ৻ቯᤨὐߢࠆ߃น⢻ᕈࠍᜬޕߔ߹߃ߣߚߡߞ 
 ታ㓙ߦߩ㧡₺ߦࠆࠇࠄ大ᮭߩᱞജ⊛ߥ大ᦼࠃߩߎߡ߅ߦ

⽕ߢㆊ⒟ߩߎޕߔ߹ࠅߥߦ߁ࠃࠆ߃ߥߘࠍᱞജᕈߣ⡛ᕈߪᆭᮭߩ⊞ᄤߥ߁

ᣖߩㅪ┙ᮭࠄ߆大᳁ߩߤߥᱞജߡߞ߽ࠍᄤ⊞ࠆ߃߆ߟߦᯏ⢻᳁ᣖ߇



ࠆߢᒰὼߪߩࠆߥߣਛᩭߩ大ᮭߡߞࠊઍߡߞขߦᣖ⽕ฎࠇ߹߁

ᮭߩߡߒߣㅪวᮭߩᣖ⽕ߪ大ᮭߡߒߦ߁ࠃߩߎޕ߁ࠂߒߢࠆ߃ߣ

ജߩᕈᩰ߇ᄌ⾰ߩઁߡߒ⽕ᣖߦଐሽߥߒᄤ⊞ࠆ߃ߐߐࠍࠇߘߣᯏ⢻᳁

ᣖޟࠆࠃߦ⚐☴ᮭജߥ߁ࠃߩߎޕߔ߹߈ߡߞߥߦޠᱞജ化ߪવ⛔⊛ߥ

ᣇߩ߈⸂ࠄ߆ޘࠆࠇߚㆊ⒟ߢਛᄩᮭജߩ⁛┙化ߎ߈ߡߍߣߒߥࠍ

ޔ化☴⚐ߩജᮭߚߒߣਛᔃࠍ⊞ᄤߪᡷᣂߩ大化ࠆߦᲑ㓏ߩᦨᓟߩዷ㐿ߩ

論ℂ化ࠆߩᗧ੍ߪߢቯߩࠅ߅ߣߚߡࠇߐᏫ⚿ߚࠇߐࠄߚ߽ߡߒߣ

 ޕߔ߹߃ߣ
 ᒎ↢ᤨઍߊߠߟࠄ߆ᱧผᮭߥ߁ࠃߩߎ߫ࠇߺߡߞ߃߆ࠅ߰ࠍജߩ⚐☴

化ޔᱞജ化ߪᵩ᳓ߣ᳁ᣖᰳߩᅤ߁ߣᱧผ⊛ᢥ⊛ߥ㛽⚵ߡߒߣߺㆇ

ઃߩ߆߶ߤࠎߣ߶ࠇࠄߌㆬᛯߩߥߪ⁁ᘒࠂߒߢࠆ߃ߣߚߞߢ

⠹ࠆࠃߦᵩ᳓ࠆߑ߃⛘Τޔၞ᭴ㅧߚࠇߐΣಽᢿ߇ߔ߹ߒ߃߆ࠅߊޕ߁

ߩ፣უᮭߣജ⠪ߊ߽߰ࠍหᣖߩ㔌ᢔߩߎߡߒߘޔၞᮭജࠆߑ߃⛘ߩ

፣უߣኻᲧࠆࠇߐΥၞࡦࡑࡖࠪߥࠇࠊࠄߣߦ(ᄤ⊞)ߩ⡛߁ߣ

ⅣႺޔߣΦ日ᧄ᳃ᣖߩౝㇱⷐ࿃(᳁ᣖᰳߩᅤ)߇ᄤ⊞ߩ⚐☴化ߒࠄߚ߽ࠍ

 ޕ߁ࠂߒߢࠆ߃ߣߚ
ᨒߩߡߒߣᐲߩ⌀୯ߩቯ⟵ 
 ੱ㑆ⴕേ߿ᐲߩᱧผ⊛ߥේဳߪᧂᾫ߇ࠆߪߢᒎ↢ᤨઍࠄ߆日ᧄᢥ

ߦೞශߩߎޕߔ߹߈ߢ߇ߣߎ߁ߣߚߡࠇߐᢥߩᒻߪ৻ቯߩ論ℂᒻ

ᑼࠍဳߩߎߡߡߞߥߣ論ℂޟߩ⌀୯ߢ߹߹ߡߒߣޠㅀޕߚߒ߹߈ߡߴ

ߣߦࠇߘߣ፣უߥන◲ߩജᮭࠆࠃߦ⢿ᆭߩὼ⥄ޔࠅߢ┙⁛ߩੱߪࠇߘ

ᗧᕁߩ㑆ੱߪࠄࠇߎߚ߹ޕߔߢߣߎߚࠇࠄߍᅹ߇ᆭ化ᮭߩᣇᮭജ߁ߥ߽

વ㆐߿ߪวᗧޔ߽߇ࠆࠇߐߥߡߒߣ หߩవછߡߒߣଔ୯ߩߟߣ߭߁

ᚑຬߪᣂෳ⠪ࠅࠃᒝ߁ߣߟ߽ࠍᮭ⸒⊑ේℂ߽ޕߔ߹ࠅ 
ኻ⛘ߪജᮭߒߣၮᧄࠍ┙⁛ߣ╬ᐔߪ日ᧄᢥߩࠇࠊࠇࠊޔ߫߃ߢ⸒৻ 

ᕈߕߚ߽ࠍലᕈ߁ߣࠆࠇࠄ߆ߪߡߞࠃߦၮᧄ᭴ㅧࠍᜬޕ߽ߔ߹ߡߞ

ޔᮭߦ߃ࠁߥ߈ߢᓧ₪ࠍኻᕈ⛘߇ജᮭߪᕈ․ߩᢥߩߟߣ߭߁ ജࠍ

ߦߟ߽ࠍᆭᮭߥ߽߁ࠃߒᲧセߥ⊛ኻ⛘߇⊞ᄤࠆߢቬᢎ⊛ᮭᆭߚߒ

ߐߐࠍ⊞ᄤߡߞ߽ࠍᱞജ߇ᒙዊ᳁ᣖߥ㑐ଥߪߣ┙ᠩߩ⊞ᄤߦࠄߐޔࠅߚ

ޔᨐ⚿ߚߞࠊടߦᆭᮭߥ⊛ቬᢎߩߎ߇ᯏ⢻ᕈߩജᮭߥ⊛㕖ቬᢎ߁ߣࠆ߃

ᱞജࠍਛᔃߚߒߣᯏ⢻᳁ᣖߩᚑ┙ߦ߽ߣߣᄤ⊞ߪଶߩ⛘ኻ⊛ᮭߥജߣ

 ޕߔ߹߈ߡࠇߐ┙⏕߽ߡߒ
ߩ߽ߥ⊛ቬᢎߪᩮḮߩኻᕈ⛘ߩ⊞ᄤߕࠄࠊ߆߆߽ߦଶ化ߥ߁ࠃߩߎ 

ᮭߩᄤ⊞ੱ߽↢りߦ߃ࠁቬᢎᕈߚ߹ޕࠎߖ߹߃ࠄㅒߦࠇߎ߽ࠇߛࠅߢ

ജ⠪ߩߡߒߣᕈᩰ߁ߣߥߚ߽ߤࠎߣ߶ࠍὐߢᄤ⊞ߪ᳃ᣖ߿⽕ᣖߥ

ߩ第ੑၞࠆߦਛᔃߩ大㒽ࠕ࡙ࠪࠆߔߣਛᔃࠍᡰ㈩ߥ⊛ᕭᗧߩߤ

ജ⊛ᮭߥജࠅߥߣߎߣ⚐☴ᮭജߩߡߒߣᕈᩰᮭߜࠊߥߔޔജ⥄りએᄖߦ

⚐ߥߌ߁ࠍᡰ㈩ߩ㑆ੱߩり↢ߊ߽߰⊞ᄤߕߖଐሽ߽ߦജࠆߥ߆

☴ᮭജߦᄌりߪࠇߎޕߔ߹ߒ日ᧄᢥߩᦨೋߦⅣႺߣ᳁ᣖߩᏗ⭯ࠄ߆ೞ

ශߚࠇߐᕈᩰߔߒ߇ᣇะ߳ߩዷ㐿ޕ߁ࠂߒߢࠆ߃ߣߥࠄߥઁߦ 
 ᮭജߩ⚐☴化ޔᱞജ化ߪ大化ߩᡷᣂߩߘߢ㗂ὐߦ㆐ߒ᳃߁ߣା

ߎߪᒻߩ日ᧄᢥߚ߈ߡߦߢߔޔߒ߆ߒޕߔ߹ߒ┙ᚑ߇ᒻᑼߥࠇࠄߓ

ᒻᑼ߁ߣߊߡߒଚ㘩ߺㄟࠅข߇ੱࠍജᮭ☴⚐ߚߒߣᄤ⊞ਛᔃߩ

ߣࠆߢᷙߩᢥߣ㊁ⱄ߁⸒ߩࠅߢਛ߇ࠇߎޕߔ߹ߒ┙ᚑ߇

ࠇߎߒ┙⏕߇ᱞജᮭജߥ⊛ቬᢎߥ⊛ኻ⛘ߩ⊞ᄤߪᷙߥ߁ࠃߩߎޕߔ߹߃

ߩ߽ߚࠇ߹߁ࠄ߆ᴫ⁁߁ߣߥߊߚߞ߹߇⧙⪙ߩജᮭࠆࠊઍߡߞขߦ

ߩ都วߩᏆ⥄߇㑆ੱࠆߡࠇߐᡰ㈩ࠍജᮭߢ߆ߥߩޠജᮭߩߡߒߣ➂ޟߢ

 ޕߔ߹߃ߣࠆߢㆊ⒟ߊߡߒᡷᄌߦ߁ࠃࠃ
߹ߡࠇࠊߥߎ߅ߢᒻ߁ߣነ進ߩ㐿ნߩᣖ߳⾆ߪᡷᄌߥ߁ࠃߩߎ 

ቯり৻ࠇߐᱛߪߦੱ⥸৻߇ᚲߩߪߩࠆߎ߅߇ߣߎߥ߁ࠃߩߎޕߔ

ಽએߩߎޕߔ߹ࠅ߇ߣߎ߁ߣࠆߡࠇߐ⸵ߺߩߦߩ߽ߩ⚐☴ᮭജߦ

ෳਈߩࠄ߆ߕߺ߇ࠆߔߪ⿷႐ߥߚ߽ࠍᯏ⢻᳁ᣖࠆߢ⾆ᣖߪᣇ⽕ᣖ

ޔᮭߒᷰࠅᄁߦ⊛⾰ታࠍᚲᮭࠆߢ㧝ᯏ⢻ߩജᮭߦ ജߩᧃ┵ߦ⽕ᣖ

ࠆߢࠆߤߚߕᔅ߇ജᮭ☴⚐ߪࠇߎޕߚߒ߹ߒߦน⢻ࠍᘒ⁁ࠆߔෳട߇

ߩࠄ߆ߕߺࠍⵍᡰ㈩⠪ߩᣇߪജᮭ☴⚐ߢㆊ⒟ߩߎޕߔߢ߆ࠄ߈ߪߣߎ

ᐲߦ߆ߥߩขࠅㄟޔߺㅒߦᣇߩ⽕ᣖߪਛᄩᮭജߩࠄ߆ߕߺࠍⷐ᳞ߦว

 ޕߔ߹߃ߣߚߖߐᄌᒻߦᒻߚߞ
ߩ߆߶ߩജᮭߪ㗔ߪߊߒᚲ߽ߥ⊛⾰ታߩജᮭࠆࠃߦ㊄ߥ߁ࠃߩߎ 

ᯏ⢻߽ࠍᄌᒻߩߘޕߔߢߣߎߥ߽ߢ߹߁ߪߩߚߞߡߖߐ⚿ᨐޔ

ᚑ߇⡯(㩆㩁)ᐲ߁ߣࠆࠇߐⷅࠇࠄข⾈ߢᣇቭ߽㊄ߊߥߢߌߛ

ߊߥߢߌߛࠆߔᱷሽߪᮭߩᣇߥࠈࠈ߁ߥ߽ߣߦ⡯ޕߔ߹ߒ┙

ᣇߩᐲ⊛ߥᮭߡߒߣߡߡᣇ⚵❱ߩ㗔߁ߣ㊀ⷐߥ⚿

ᨐޔᮭߒࠄߚ߽ࠍ ജ߇ᣇੱߩ㑆ߩࠄ߆ߕߺࠍౝߦขࠅㄟޔߺㅒߦᣇ

ㄟࠅขߦㇱ৻ߩࠄ߆ߕߺࠍㄘ᳃߽ᮭജ⥸৻ߩᡰ㈩化ߩߘߪߡ߇߿ᣖ⽕ߩ

 ޕߔ߹ߒࠄߚ߽ࠍᨐ⚿ߥ㊀ⷐ߁ߣ
ߌߛޕ߇ߔ߹߈ߡߞߥߦߌߛ⋠ฬߪᣇቭߥ߁ࠃߩߎߪߡ߇߿ 

ㅒޕߔ߹ࠅߎ߅߇ߺㄟࠅขߩജᮭࠆࠃߦੱࠇߐᄙ㊀ᚲߢ߹ቭߊߥߢ

 ޕߔ߹߃⸒߽ߣࠆߢㆊ⒟ࠆߔ化❰⚵ߺㄟࠅขߦౝㇱࠍੱ߇ജᮭߦ
৻ឨ 
 ৻ឨੂᷙߪ⁁ᘒߚ߹ࠅߢᐔ╬ߥ⼏(ᧅ)ੱߦ߽ߣߣࠆߢ㑆ᮭࠍ

ജ߇ᒝജߦᛠីޕߔ߹ߡߞߥߦ߁ࠃࠆߔ৻ឨߪߣ⚐☴ᮭജ߇⡯ߡߒߣಽ

ߣജᮭߚࠇߐಽഀޔᨐ⚿ߚߞᷰ߈ⴕߢ߹ߦㄘ᳃߇ㇱ৻ߩߜ߁ߩߘࠇߐഀ

ߦ߁ࠃߩߎޕ߁ࠂߒߢࠆ߃ߣࠆߢᨐ⚿ߚߒ↪߇ᣖ⽕߿ㄘ᳃ࠍౕ߁

ᮭജ߇ੱߦขࠅㄟ߹ᮭߩߎߢߣߎࠆࠇജ߇ޘੱࠅࠃߦᣇᮭജߦᒝജ

ߊߡߒᤋߦജᮭࠇߐવ㆐߇ᗧᕁߩޘജ߳ੱᮭߦߓ߁ߤޔࠇ߹ㄟࠅขߦ

回〝߇ᚑ┙ᮭࠍࠇߎޕߔ߹߈ߡߒജߩ論ℂ化ߒ߹ߒࠊࠄߦ߁߰߁ߣ

⼏ߥ⊛論ℂޔࠅߢ回〝化ߩ❰⚵ߪߣᷙߩᢥߣ㊁ⱄߥ߁ࠃߩߎޕߚ

 ޕߔ߹߃ߣࠆߢ論ℂ化ߩੱޔࠅߢ
ᮭജࠆࠃߦੱߩⴕേ᭽ᑼߩᄌ化 
ߩജᮭߚ߹ޔ߇ߚߒߦ論ℂߔߒߩജᮭߪߣ論ℂ化ߩੱ߁ߢߎߎ 

ⷙቯᮭ߆ߟࠍജߦ⥄Ꮖߩᗧᕁࠍߣߎ߁ߣߔ߅ߣࠍᗧޕߔ߹ߡߒ

ౝ㕙化ߦ߁ࠃߩ⺈ᔘߩജ߳ᮭ߇論ℂ߁ߥ߽ߣࠍᒝജߩജᮭߦౝㇱߩੱ

ߌߠ⟎ࠍᏆ⥄ߦౝㇱߩജᯏ᭴ᮭߢߣߎࠆข⾈ࠍᣇቭ⡯ߚ߹ޔࠇߐ

ߣࠆ߆ߪࠍ⋊ߩᏆ⥄ߩߢ࿐▸ߩߘߡߒⴕࠍജᮭࠍᚻᲑߩജᮭߡ

 ޕߔ߹߈ߡߌߟߦりࠍᘒᐲࠆߔߦน⢻ࠍⴕേ❰⚵߇ੱߦ߁߰߁
ࠎߡ߁ߣࠆߌߟߦり߇ੱࠍⴕേ❰⚵ߪޠ論ℂ化ޟߩੱߥ߁ࠃߩߎ 

ߣ㊁ⱄࠆࠇ߹ㄟࠅขߦੱ߇ജᮭ☴⚐ߪ論ℂ化ߥ߁ࠃߩߎޔࠅߢ㊀ⷐߢ

ᢥᷙߩㆊ⒟ߡߓߪߢᚑߒㆀޕ߁ࠂߒߢࠆ߃ߣࠆߢߩ߽ࠆࠇࠄߍ

ߢ߆ߥߩኽᑪߚߒዷ㐿ߢ日ᧄߣࡄ࠶ࡠ࡛ߪ論ℂ化ߩੱߥ߁ࠃߩߎ

ߩᏢ࿖ࡑࡠߪߢࡄ࠶ࡠ࡛߇ߔߢ⊞ᄤߪߢ日ᧄޕߔ߹߃ߣߚࠇ߹↢

ߣቬᢎ⊛ᮭߥᆭ࠻ࠬࠠߩߡߒߣᢎޔࠅߢ日ᧄߣ㆑ࡑࡠᏢ࿖

ߣޔࠇ߹߁߇Ꮲ࿖ࡑࡠ⡛߿࿖₺ࠢࡦࡈߡߒߣޠ↢ౣޟߩߘߒ፣უߪ

 ޕߔ߹ߡߒ┙⏕ߡߒߣᆭᮭߥ⊛ర৻߇ߜߣ日ᧄ߇ᢎ࠻ࠬࠠߦߊ
ޔᮭߢౝㇱࠅߢਇน⢻ߪߣߎ߁߇ࠄߦߩߎ  ജߩ৻ㇱࠍੱ

ࠅขߢ߹ߦੱ߇ㇱ৻ߩജᮭߥ߁ࠃߩߎޔߒ進ⴕ߇ㆊ⒟ߊߢࠎㄟࠅข߇

ㄟ߹ߚࠇ⚿ᨐߩࡑࡠޔߡߒߣᱷߚߞว⼏ޔ߇ੱᮭ߇ജߩ৻ㇱࠍ₪

ᓧߢߣߎࠆߔᰴ第ߦജߊߡ߃ࠍㆊ⒟ޕ߁ࠂߒߢࠆ߃ߣ 
 日ᧄᢥߣห߽ߢࡄ࠶ࡠ࡛ߊߓᢥߦೞශߚࠇߐẜ⊛ߥ⌀୯߇ሽ

ߩߘߒᓟߩᱧผߩዷ㐿ߦ߽ߣߣ㕙ߦޕߔ߹߃ߣߚ߈ߡ 
߹ࠅ߇୯⌀ߩߡߒߣᢥ߽ߡ߅ߦࡑࡠࠆߢᒻߩࡄ࠶ࡠ࡛ 

ޔࠡߪࠇߘޕߔ ࠪ߁ߣࠕ࡞࠻ࠛߩߡߒߣవ進ᢥߩࡑࡠޔ߿ࡖࠪ

ߩᤃⅣႺ߳߁ߣਛᶏᤃᮭߚߒߛࠅߊߟ߇ࠧ࠲࡞ࠞ߿ࠬ࡞࠴ࡦ࠼

ᱺ᳃ᢥ߇ᚑ┙߇ߣߎߚߒޕࠗߔ߹ࠇࠄߍ ࠃࠆࠇࠄߦ⊛ဳౖߦࠬࠡ

ߩ߁ߣࠅ㧝ઍ㒢ߪኅᣖࠅߢ⭯Ꮧߪ᳁ᣖߩߡߒߣ⛔વߩῳߦ߁

⼏วࠅߥ⇣ߣ日ᧄᢥߦࠄߐޕߔ߹ߡߞߥߦၮᧄᕈᩰߓหߣ日ᧄᢥ߇

߇᳁ᣖߩ․ᓽޕߚߒߢ 
ࡊ࡞ࠕ߿ਛᶏߚ߹ޔⅣႺࠆߔߦน⢻ࠍᱺ᳃ᢥ߁ߣࠬࠡࠗߦߊߣ 

ᮭߩଶߦ߃ࠁࠇߘࠇ߹↢ࠄ߆߆ߥߩᅛ㓮ޔၞ᭴ㅧߚࠇߐಽᢿࠅࠃߦࠬ

ᆭ߿ଔ୯ุࠍቯੱߒ⽺ߒ㑆ߦଔ୯࠻ࠬࠠߊ߅ࠍᢎᮭߣജߩᧄߒߣ

ਛࠍ⼏วߣᴦ⥄ߩ都Ꮢࠅߥߣߎߣ⊞ᄤߪജᮭߩߎޔࠅ߇Ꮲ࿖ࡑࡠߩߡ

ᔃߚߒߦᐲࠍၮ␆ߚߒߦ⚐☴ᮭജޕߔ߹߃ߣࠆߢ 
ੱߣࡑࠬࠞߣኅᣖ 
ኅᣖߩ日ᧄޔࠇࠊ⸒߇ߣߎ߁ߣࠆߡૃߣ日ᧄ߇ኅᣖᐲߩࠬࠡࠗ 

ᐲߩߘߪᆎේߪᒎ↢ᤨઍߩᴡᎹ᳚ߩỬߥ⊛⛯⛮ࠅࠃߦߩⷅ߇ਇ

น⢻ࠅߢᵩ᳓ߩ႐วઍߦߣߏฦ⒖ߦേ߁ߣߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ

ⅣႺ߇ᒝߥ߁ࠃߩߎޕ߁ࠂߒߢࠆ߃ߣࠆߢߩ߽ߚߒ㧝ઍߩࠅ߉߆

ߣ೨ឭࠍⷅߥ⊛⛯⛮ߩਛߢ会ᖱ␠ࠆߔߦน⢻ࠍⷅߡ߇߿ߪࠛࠗ

ሽߡߒߣ୯⌀ߩ⢛ᓟߩᱧผߪ᳇ߩ┙⁛ߩੱޔ߇ߔ߹ߒᄌ化ߦࠛࠗࠆߔ



ޕߔ߹߈ߡߒ┙⏕ߡߒߣᗉߚߒߦਛᔃࠍ㑐ߚߞ߆ᒝ߇ᤃⅣႺߒ⛯

ߢὐ߁ߣࠆࠍࠛࠗߪ㐳↵એᄖ߽ߤ߃ߣࠛࠗߚߒߣਛᔃࠍ᧲㑐ߚ߹

ᒎ↢ᤨઍએ᧪ߩᢥߩೞශࠍฃߡߡߌၮᧄ⊛ߪߦੱਥ⟵⊛ߥᕈᩰࠍ

 ޕߚߒ߹ߡߞ߽ߚ
ߒߣࠅ߈ߞߪߪ߆ߩߚࠇ߹↢ߢⅣႺߥ߁ࠃߩߤ߇ኅᣖᐲߩࠬࠡࠗ 

ޔࠗߒ߆ߒޕࠎߖ߹ ઍ৻ߪᱺ᳃ߩߎ߽߆ߒࠅߢᱺ᳃ᢥߥቢో߇ࠬࠡ

⏕߇会␠߁ߣࠆߔ集⚿ߡߒߣੱߦߚߒߩࡑࠬᱞⵝࠞߩࠅ߉߆

ࠄ߆ߣߎߚߞᷰߦࠬࠡࠗ߇ੱߚߒ集⚿ߢਅߩࡑࠬᱞⵝࠞߩߎߒ┙

ኅᣖᐲޕ߁ࠂߒߢߩߚߒ┙⏕߇日ᧄߪߢ㐿ნࠞߩࡑࠬਅ߳ߩ⚿集ߢ

 ޕߔߢ集⚿ߩ߳ࡑࠬᱞⵝࠞߪࠬࠡࠗޔࠅ
ߩࠛࠗߩߡߒߣᡆࠆߥ⇣ߪߣᕈ☴⚐ߩⴊ߇ࡑࠬ㐿ნࠞߥ߁ࠃߩߎ 

৻ߢߩ߽ߚߒࠅ߇ࡑࠬ㐿ნࠞߪࠛࠗߩ日ᧄޕߔ߹߃ߣࠆߦߘ߈

ઍ㒢ߩࠅੱ⊛ኅᣖࠍ⢛᥊ߚߒߦ㐿ნࠞߩࡑࠬᓮ㔤ࠍࠗߥ⊛⛯᳗ࠆ

ߦਛᔃࠍ᧲㑐ߚߞߛ⭯ᤃⅣႺ߽Ꮧࠅ߹ߓߪߊㆃ߇㐿ნߦߊߣߡߒߣࠛ

 ޕߔ߹߈ߡߒ┙ᚑߡߒ
 ➙ߩߕ߹ߣ߭
⌀ߚߒࠅ߇ⅣႺߪᢥࡄ࠶ࡠ࡛߿日ᧄᢥߣߔ߹ߺߦ߁ࠃߩߎ 

୯ߩߜߩࠍᱧผౕ߇化ߩߎޔߒߔ߹߃ߣߚߞߡߒᢥᮭߪജߩ⚐☴

化ߩߘߍߣߒߥࠍ⚿ᨐᮭജࠍᣇ߇ଚ㘩ߩࠄ⥄ߒౕߡߒߣขࠅㄟߢࠎ

ߩ進ዷߩᢥ߁ߣߊߡߒታ⚿ߡߒߣ会⼏߿ᧅࠇ߿ឨ৻ޔᨐ⚿ߚߞ

ᒻࠍᮭߩߎޕߔ߹߃ߣߚജߩಽഀߣว⼏ߩ࠲࡞ࠖࡈ߿᭴ㅧߩᚑ┙

 ޕߚߒ߹ߒࠄߚ߽ࠍ論ℂ化ߩജᮭߪ
٨ ᮭജߪ⚐☴化ߒ論ℂ化ޕߚߞߡߒ論ℂ化ᮭߪߟߣ߭ߩജߩℂߦ

ߦ┵ᧃ߇ᒝ化ߩᄌ឵ജߩᣇะォ឵ߩ❰⚵߁ߣᒝ化ߩᒝജߚߞߘ

⥄ߩ㑆ੱߩߢౝㇱ❰⚵ޔߦ߽ߣߣࠆߢ論ℂ化ޔᶐㅘߩജゲᮭࠆ⥋

 ޕߚߞߢ論ℂ化ߩߤߥᧅࠇߔࠄߚ߽ࠍ┙⁛ߣ↱
٨ ᮭജࠍࠄ߆ߕߺߪಽഀࠍࠇߘߒⵍᡰ㈩⠪ߦಽߌਈߢߣߎࠆ߃ⵍᡰ㈩

⠪ߩ⁛┙㨯論ℂ化ᮭߣജ߳ߩᔘ⺈ߩ❰⚵ޔߍߣߒߥࠍਛߣ↱⥄ߩߢ⁛

ᕁᗐߣ㑆ੱߣᐲࠆߔߦน⢻ࠍ⺧ⷐࠆߔ⋦ߦ߁ߣ⛔ߣ┙

 ޕߚߞߡߒ┙⏕ࠍ
ࠇࠄᒻߡߒߣ会⊛ⅣႺ␠ߣὼⅣႺ⥄ߦೋᦼߩᢥߪㆊ⒟ߩࠄࠇߎ ٨

ߩജᮭ☴⚐ߩߏߩߘ߇୯⌀ߩߡߒߣน⢻ᕈߥ⊛ẜߚࠇࠄᒻߩߎ

ᚑ┙ߣ論ℂ化ߩㆊ⒟ߢ㗼化ޕࠆ߃ߣߚߞߡߒ⥄ὼⅣႺ߽␠会

ⅣႺ߽ߩߎޔߚߥࠄࠊ߆ᢥߩೞශߪᄌ化ޕߚߞ߆ߥ߇ߣߎࠆߔ 
٨ ਛߩ㊁ⱄߣᢥᷙߩ߁ߣߩ㗴ߩᧄ⾰ߪ⚐☴ᮭജ߁ߣ

ᐲࠍੱ߇␠会⊛឵ࠅࠃߦขࠅㄟㆊ⒟ᮭߢജ߇ੱࠍᓥޔ߃

ㅒߦੱᮭ߇ജࠍଚ㘩ߒ⥄ಽ߁ߣࠆߔߦߩ߽ߩㆊ⒟߁ߣࠆߢ

 ޕߔ߹߈ߢ߇ߣߎ
߉ࠆࠁߩ৻໑߁߅߅ࠍ࿖ోߩ৻໑ߪജᮭߩߎ߇ߔ߹ࠅߥߦߒࠅ➅ 

ߘޕߔ߹߈ࠄߚߪߡߒߣ❰⚵ߥ⊛ᯏ⢻ߟ߽ࠍ⢻ജࠆߔォ឵ࠍ会ో␠ߥ

ࠅࠃߦ㐿⊒㗔ਥߩᣇ߿経済ੱߩߢ経済Ꮢ႐ߚߒࠅߩࠄ߆ߕߺߡߒ

ᮭജࠍಽഀ⼑ᷰ߇ࠇߎޕߔ߹߈ߡߒਛࠆߌ߅ߦ㊁ⱄߣᢥᷙߩߢ

ޔᮭࠅߢⶄวㆊ⒟ߚߒ㑐ଥ߇ߤߥቬᢎ㧛ᱞജ㧛ᮭജࠅ ജߦੱ߇ଚߒ

✬ߦਅߩ❰⚵ࠍੱߺㄟࠅขࠍੱ߇ജᮭߦㅒߒߦߩ߽ߩᏆ⥄ࠍജᮭߡ

ᚑߊߡߒㆊ⒟ޕᮭߔ߹߃ߣࠆߢ ജ߇ࠄ߆ߕߺࠅߚߒᏒ႐߽ߥ߅

߁ߣࠆߢ឵ߥ⊛会␠ߪਛޕߔ߹߈ߡߒᷰࠅ⼑ߦ経済ੱߦ߁ࠃߓ

ࠍജᮭߩߢജ᭴ㅧౝㇱᮭޟࠍࠇߎߪߒߚࠊޔ߇ߔߢ⪲⸒ߩᢥ߿ߪߩ

ᇦޠߚߒߦ␠会⊛ߥ឵ߣࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃឵⸒ߣ⠨ߘޕߔ߹ߡ߃

論ℂ߇ജᮭߺㄟࠅขࠍജᮭ߇ੱߺㄟࠅขࠍੱ߇ജᮭߢㆊ⒟ߩߎߡߒ

化ޕߚߒ߹߈ߡߒ 
ⅣႺߣ‛ℂ↪ 
ߞߥߦ⟎ജⵝߪᢥߪߢ↪ലᕈ Ꮒ大大㒽ࠆࠃߦࡃࠞ 

ߢㅦ4kmᤨ߇ⴕേ▸࿐ߩ㧝日ߩ㑆ੱޕࠎߖ߹ࠇ߹↢ߪജᮭ☴⚐߹ߒߡ

8 ᤨ㑆ߣࠆߢ⠨ߣࠆ߃ඨᓘ 32km ࠄ߆ 64km ߆ో⋵ߩߟߣ߭ࠅߥߦ

 ޕߔ߹ࠅߥߦߤߡඨಽࠄ
ޕߔ߹ߡߞߥߦᡰ㈩㗔ၞߩᚢ࿖大ฬࠅߢᡰ㈩㗔ၞߩ⼔ߪ࿐▸ߩߎ 

日ᧄᢥߪ 50㨪100 ৻ࠆߔᡰ㈩ߩ⼔ߪᱞ჻ࠅߢ߹集ߩ大ฬ߿⼔ߩ

࿖ࠆࠁࠄߪߢ߆ߥߩ႐ᚲߦෳ集߈ߢ⼔߿大ฬߦኻࠆߔ㑐ଥߪ৻ߩ

ੱ㑆ੱߣ㑆ߩ㑐ଥޕߔ߹ߡߞߥߣ 
 日ᧄᢥੱߩญ߇㧝㧜㧜㧜ਁੱ⒟ᐲߣߔ߹ߒߣࠆߢ⼔ߩᡰ㈩ߪ 10
ኅᣖ )ޔ100ੱߪᢙߩജᱞ჻ࠆߔᡰ㈩ࠍญ1000ੱੱߩ৻ࠅߥߣੱਁ

ߪᱞ჻߫ࠇ߃⠨ࠍ 25 )ੱ৻ 100 ੱ⒟ᐲࠍᡰ㈩ࠆߔᱞ჻ߩᢙ߽ߢ

1000 (ੱኅᣖࠍ⠨250߫ࠇ߃  ޕߔ߹ࠅߥߦੱ(
 ৻࿖ౝߢᱞ჻ߪ৻࿖ߩߡߴߔߩ႐ᚲߦ৻日ߢෳ集ޔ߈ߢ⼔ߩਅߩᱞ჻

߽ߡߊᄙ߇ 250 ⼔ࠅߢห⢩ߢࠅ㗻⍮ߡߴߔߪᱞ჻ࠄᓐ߫ࠇߢੱ

 ޕ߁ࠂߒߢࠆߥߦ㑐ଥߚߒߣ␆ၮࠍ㑐ଥ߽⁛┙⥄ዅࠆߔኻߦ
㑐ଥ߽ߩ⼔ߣߩᱞ჻ߚ߹  100 ⼔߫ࠇ߃⠨ߣḮ㗬ᦺߣ⼔ߩੱ

ࠍᱞജ߇ᱞ჻ ޕߔߢᒰὼߪߩࠆߥߦሽߚߒ┙⁛ߡߒߣਥߩ࿖৻ၔ৻߇

ޕߔߢ࿐▸ߩߩߐ߈大ߩ⒟ᐲߩߎߪߩࠆ߈ߢ┙⁛ߒᡰ㈩ࠍ㗔ߡߞ߽

ඨᓘ 32km ࠆ߈ߢⴕേߢ㧝日߇ᱞ჻߫ࠇߌߥߡࠇࠄߡ㓒ߢᶏ߿ጊ႙߇

▸࿐ࠍᡰ㈩ࠆߔߣᣇᮭߩߘޔߕࠇ߹߁ߪਅࠆߦᱞ჻ߪ⥄Ꮖࡦࠦߩ

ߕࠄߥ߫ࠇߌߥߒኻጺߦァ㓌ߩᣇᮭߟᜬࠍ㗔ၞߥ߈ߢ࡞ࡠ࠻

ᣇᮭࠆߥߣ⼔ߡߒߚߦᱞ჻ߪห╬⠪ਛߩ第৻ੱ⠪ߡߒߣኻጺࠆߔ

ߦ߁ࠃ߱⚿ࠍ㑐ଥߥ⊛ᣇ৻ߣജᮭߥ⊛ജߟᜬࠍജߚߒ ߊߥߪߢߩ

 ޕߔ߹ࠇࠄߒ
 ጊ႙߿ᶏࠆࠃߦႺ⇇߇ᱞ჻ߩⴕേน⢻ߥඨᓘࠍߪ߆ࠆߡ߃ᱞജߩ

↪ലᕈࠆ߈ࠍⷐઙߦ߁ࠃߩߎޕߔ߹ࠅߥߦ↪ߩߘߣኻࠆߥߣⅣ

Ⴚߪ↪ߩലᕈࠍߩߎޔലᕈࠅࠃߦᐲߥࠈࠈߩ↪ߎ߅߇

 ޕߔ߹ࠅߥߦߣߎࠆ߹߈߇߆ല߇ࠇߤߩ↪㕙ࠆ
ߥߣലࠅࠃߦⅣႺޔࠅߢ┵৻ߩẜ⊛⌀୯ߩᢥߚߴㅀߦవ߇ࠇߎ 

 ޕߔ߹ࠅߥߦߣߎࠆ߹߈߇୯⌀ߥ⊛㗼ࠅࠃߦⅣႺߣ↪ߚߞ
ߚߒ学会߳ឭࡓ࠹経済ࠪࠬ会␠ޔᲧセᢥ学会ߦ೨ࠅߥ߆ )

 (ޕߔ߹ߢࠎߊㇱ߰৻ࠍߩ߽

 

第ਃㇱ 論ℂᮭജ/⚵❱/ᐲߩ⸥ㅀᨒޟߩߡߒߣ⸥ภ論ℂ↪ߩ৻⥸⸥ㅀᨒޠ 
 

 ޕߔ߹ߒ⺑ࠍޠㅀᨒ⸤⥸৻ߩ↪ภ論ℂ⸤ޟࠆߥߣᩇ߱ࠄߥߣർᶏ大学大会(ℂ㧩♖㧩⸥ภ論ℂ‛)ޠㅀᨒ⸤⥸৻ߩ↪ℂ‛ޟ
‛ℂ↪߇⸥ภ論ℂߢᨒขߣߩࠆࠇࠄหߦ߁ࠃߓ⸥ภ論ℂߩ↪ߪ‛ℂ↪ࠍ⢛ᓟޕߔ߹ߡߒߦ 

‛ℂ↪ߩ৻⥸⸥ㅀᨒ( ർᶏ大学大会 )ߪၮ␆⊛߃ߪߣቢ߇ߚߒߢ࡞࠺ࡕߚࠇߐ㨬⸥ภ論ℂ↪ߩ৻⥸⸥ㅀᨒ㨭( 京都大学大会 )ߓߥ߅߇

 ޕߙ߁ߤߪ⒘ੱࠆߩ⥝ߦޠᨒ( ᑼ )⥸৻ߩ会⸥ㅀ␠߁ߣℂ‛ޔ論ℂޔሽޟߢ␆ၮߩ論⠨ߩㅪ৻߇ߔߢ㚝ᢥޕࠎߖ߹ࠅ߆ࠊ߆࡞ࡌ
 

 ߦߓߪ
ᣇ㊎  
 ⅣႺߣᓇ㗀ࠄ߆න⺆ࠆߣ߇᭴ㅧߣ⸥ㅀࠄ߆ߎߘޔࠅߊߟࠍ࡞࠺ࡕߩᐲ

⸥ㅀߩ৻⥸ᨒࠍዉޕߔ߹߈ 
     :d ߩߎ⸥ㅀᨒߪ⸥ภ論ℂߩ⇇ߢޕߔ߹߈ 
 એਅ߽ޔ ࠆ߃ᦧߺ⚵ࠍಽᨆߥᧉ⚛ߩ᧪એࠬࡒࠬ߇ߔߢߚߞࠊ߹ߡߞ

 ޕߔߢᔅⷐ߇第ਃㇱߪߦ
 ⚛ᧉࡦ࠻ࡘ࠾ߥജ学߇㊂ሶജ学ߦ㘧べޔࡆࠦࡗޔࡦ࠻ࡘ࠾ߪߦࠆߔ

ߥ߇ォ឵ߩᔨࠅࠃߦ࡞ࠚ࠙ࠬࠢࡑޔ   ޔࡦ࠻࡞ࡒࡂޔࡘࠫࡦࠣ

ၮߚߠ߈ߩࠄᓐޔࠅߥߦน⢻ߡߓߪߡ経ࠍቢᚑߩฎౖജ学ߒ⟥ࠇߐ

ࠗࡂޔࡦࠗ࠲ࡘࠪࡦࠗࠕޔࠕࡏޔ   ޔࠢࡦࡊޔࡂ࠶ࡑߦߩ␆

会学߽ၮᧄ␠߿経済学ࠄ߆ߔߢߩߚࠇߐ㆐ᚑߒߒࠍේℂ߇ࠢ࡞ࡌࡦ

ᔨߩォ឵߇ᔅⷐޕ߁ࠂߒߢ 
論ߩߣߎࠆߕขࠅ࿑ 
 Σ㨪Χ߇ၮ␆ߢԟࠄ߆Ԥߩᐲࠍ࡞࠺ࡕዉ߇ߣߎߊ᧪ޔΨߣΩߪΣ߆

 ޕߔ߹ߡߠߣ߽ߦΧࠄ
Σ. ⸥ㅀߩၮ␆ 
Ԙ ␠会⸥ㅀߪ‛ℂ↪ߣ⸥ภ論ℂ↪ߢ⸥ㅀᤨޔࠇߐⓨ㧛論ℂ߳ߩ

 ޕߔ߹ࠅߥߦ⚛ਥⷐⷐ߇ᄌ឵ߩሽ㧛論ℂߣࠬࠢࠕ



Τ. 論ℂߩၮ␆ 
ԙ 論ℂޔ‛ℂ↪ߩലᕈߪⅣႺࠅࠃߦ߹ޕߔ߹ࠅ 

Υ. 論ℂ↪ 
Ԛ 論ℂ↪ߪ⌀୯ࠅࠃߦ⸥ㅀޕߔ߹ࠇߐ 

Φ. ⸒⪲ߩ᭴ㅧ 
ԛ ᐲߩౕߪⅣႺߪߦㄟ߹ࠇ৻ቯ᭴ㅧޕߔ߹ࠇࠄ߃ߚࠍ 
 ᐲߩౕߪߣ⸥ภ論ℂ⸥ㅀߩၮ␆ޕߔ߹⸒ࠍߩ߽ߩߘ⪲⸒ࠆߥߣ 

Χ. ౕߩ᭴ㅧ  ( ౕߩ↪ߣ⚿ᨐ ) 
Ԝ ౕߪᄌ឵ߥߎ߅ࠍ‛ℂᤨⓨ㧛⸥ภ論ℂⓨ㑆ߩ᭴ㅧޕߔ߹߈ࠍ

ౕᤨߪⓨޔ論ℂᄌ឵ߡߞࠃߦⓨ㑆߿⸥ภ論ℂߩญߣࠅญࠍ

 ޕߔ߹ߡߞߥߣធ⛯᭴ㅧߩⓨ̆論ℂⓨ㑆ᤨ߉ߥߟ
  ( ౕߪߢߎߎߪߣᐲߩౕޕߔ߹ߡߒߐࠍ)   

 Σ㨪Χߢሽࠄ߆論ℂޔ⪲⸒ޔౕߡ߳ࠍᐲߩ᭴ㅧߣ⸥ㅀᨒࠍቯ⟵ߒ

࠺ࡕၮᧄࠅߢ࡞ࡌߓߥ߅ߣΧࠄ߆ၮ␆⺑ΣߪΩޔΨߩ߉ߟޕߚߒ߹

 ޕߔ߹ࠅ߽ߢၮᧄ᭴ㅧߩΥߩΣ㨪Υ࡞
Ψ. 論ℂᔕ 
ԝ ⸒⪲ߪⷐ⚛ࠅߥࠄ߆ⅣႺࠍ⪲⸒߇ⷙቯߡߒⷐ⚛ࠍ㈩⟎ߔ߹ߒ 

( Φ ) ߩ⪲⸒ߩ߆߶ޕ᭴ㅧ߇ᄌࠅߚߞࠊᄖㇱߩⅣႺߣࠆࠊ߆߇⸒

 ޕߔ߹ߒᄌ化߇㑐ଥߩߣ⇇ᄖࠅߎ߅߇߃឵ߺ⚵ߩ᭴ㅧߩ⪲
ᔕߩ⚛ⷐ߿⪲⸒ࠍߣߎࠆߔᄌ化߇߈ߟ߮⚿ߩ⚛ⷐߩ⪲⸒߿⪲⸒ 

ߪ߃឵ߺ⚵ߩΤ⚿วࠅߎ߇Σ⚿วߪ↱ℂ߱ࠃߣᔕޕߔ߹߮ߣ

৻ቯ߇࠼࡞ࡎࡘࠪ࠶ࠬߩሽߒΥ⸒⪲ߩ⪲⸒ߣ会ߪὼ

化学ߩኈེޟߪ⽎ߩߎޕߔߢࠄ߆↱ℂߩߟߞߺ߁ߣࠆߔᡰ㈩߇

ᔕޟࠍޠ⸥ภ論ℂޠࠆ߃߆ߺ⚵ࠅࠃߦᒻߢቯ⟵ޕߔ߹߈ߢ 
Ω. ᐲᨒߩߢᔕ 
Ԟ ᐲߩ↪ߪᐲߩౝㇱߢ↪㕙ߢߎߘࠇ߹߁߇ᘒ߇進ⴕߒ

ᐲ⥄り߿ಣℂኻ⽎ޕߔ߹ࠅߎ߅߇឵ߺ⚵ߩ 
   㧦第ਃ⠪ࠥߩߢࡓઙޔ↢⊑ߩ‛ᦠߩࡒࠦࠬࡑޔ߈ᄌ化ޔ

ᒙ⠪ᔨߩᄌ化ޔᴺㆇ↪ߩᄌ化ޔᴺߩᡷᄌߩߤߥ৻ㅪߩㆊ⒟

 ޕߔߢᄌ化ߩ↪ᴺㆇߪߩߥ⏕߇↪㕙ߦߊߣޔࠅߢ
   ↪㕙ߪᐲౝㇱߩߢၮᧄ⊛ߥ ߦ߆߁߆ߟࠍࠇߤߩ( ⪲⸒ ౕ)

ࠅ߹߈߇ㆬᛯߩౕߩㅪ৻ࠅࠃߦᗧߩᘒޔ߇ߔ߹ࠅ߹ࠅࠃ

ߩߎޕߔ߹߈ߡߒᄌ化߇ಣℂㆊ⒟ߣ࠻࠶ߩౕߡߓᔕߦࠇߘ

ߢࠎࠃߣ↪㕙ࠍࠇߎߚࠆߔ↪߇࠻࠶ߚࠇߐ㒢ቯߥ߁ࠃ

 ޕߔ߹
ᐲ࡞࠺ࡕ 
ԟ ⸒⪲ߩ♽᭴ㅧߊߠߣ߽ߦ⚐☴ᮭജߩ論ℂᮭജ߳ߩォ឵࡞࠺ࡕߩ 
    ( ࡞࠺ࡕⅣႺᤋߩ⺆⸒ ) 
 㧦ᐲߩౕߩలታࠅࠃߦ論ℂ⊛ߥㅢ〝( ࡄ  ࠬ ⚐ߡ߈ߢ߇(

 ☴ᮭജ߇論ℂᮭജߦᄌ化ᮭޔ߈ߣࠆߔജ߇ಽഀࠇߐಽഀࠇߐ

 ޕߊߡߒᄌ化ߦᔨᮭߒ߈ߦᚲߩࠛࠗ߿ੱ߇ജᮭߚ 
 ⸒⪲⥄りߩᄌㆫᮭ߇ߥߡߞߤߚߪജߩᒝߚߒ⟵ോ߇

 ᐲ化ߚࠇߐ⚿ᨐᮭޔߦᄌᮭޕࠆࠊജࠆࠊ ߟ߹ߦ৻ㅪߩ

 ᔨ߇ᐲⅣႺߩᄌ化ࠅࠃߦᄌ化ޕࠆߡߒߒࠍߣߎࠆߔ 
Ԡ ⸒⪲集วߩਛᔃ߳ߩᔨߩઃਈߊߠߣ߽ߦ㐿ნࠞ࡞࠺ࡕߩࡑࠬ 
    ( ⌀୯࡞࠺ࡕ )  㧦㐿ნࠞ߇ࡑࠬᐲߪߡߒߣ⸥ภ論ℂ

 ߣߎࠆࠇߐߡߒߣ୯⌀ߩ
ԡ ⸥ภ論ℂߩ回〝ߊߠߣ߽ߦ論ℂᮭജߩ࡞࠺ࡕ 
 ( 論ℂ回〝࡞࠺ࡕ ) 㧦論ℂᮭജߩ⸥ภ論ℂ 
Ԣ ‛ℂᄌ឵ᨒࠍၮ␆ߚߒߦ⸥ภ論ℂᄌ឵ޔߊߠߣ߽ߦᏒ႐ᐲ(ὑᦧ) 
 ( 論ℂࠆࠃߦ‛ℂᤨⓨ✬ᚑ࡞࠺ࡕ )  㧦ὑᦧ 
ԣ ⽻ᐊⓨ㑆ߩߢౕߩ集ว↪ߊߠߣ߽ߦᏒ႐ᐲ( ᩣᑼ㨮㌁ⴕ) 
 ( ౕߣⅣႺޔࠆࠃߦ集วߣ↪ߩ↢ᚑ࡞࠺ࡕ ) 㧦ᩣᑼ 
Ԥ ⸒⪲ߩᗧ↪ߊߠߣ߽ߦ第ਃ⠪ࠥ࡞࠺ࡕߩࡓ( ᗧᄌ  ឵ ) 
    ( 論ℂᔕߣᐲߩ↪㕙 )  㧦ᐲߩߤ߇ᗧࠍណ↪ߒ

 ߆߁ߥߎ߅ࠍ↪ㆇߥ߁ࠃߩߤ
:d એߪ࡞࠺ࡕߩዷ㐿ޕࠎߖ߹߈ߢၮ␆ߺߩ࡞࠺ࡕዷ㐿ޕߔ߹ߒ 

ⷐ⚂ 

 ർᶏ大学大会ߪߢ‛ℂ↪߇♖ߢ߹ߦ߱ߚ߹ޔߣߎ‛ℂ↪ౖߩ

 ޕߚߒ߹ߒ␜ࠍߣߎࠆߣࠍภ論ℂ᭴ㅧ⸤߇ᯏ᪾ࠆߢဳ
 回ߪ⸥ภ論ℂ↪ࠍߩ߽ߩߘ論ޕߔ߹ߓ 
 ޔߒ化࡞࠺ࡕࠍⷙቯ⋦ߩޠⅣႺߣ⪲⸒ޟ ٨
 ޕߔ߹ߒㅀ⸤ࠍᐲߦߣ߽ࠍࠇߎ ٨
ߣℂ‛ߦหᤨߣࠆࠇ߹ㄟߪߦⓨ㑆ޠภ論ℂ⸤ޟޔޠℂ‛ޟߪ⪲⸒ ٨

⸥ภ論ℂࠍᄌ឵ޟࠆߔౕޕߔ߹ߡߞߥߦޠ 
 ᭴ㅧޟߪ論ℂ⸥ภߢޠ⸥ㅀޔߒ⸥ภ論ℂߩ↪ޟߪ⸥ภ論ℂߩ⌀୯ߦޠ

 ޕߔ߹ߒ⟵ቯࠅࠃ
 ࡞࠺ࡕ
 㧟ߣߩߘߒ␜ࠍ࡞࠺ࡕߩߟၮ␆⠨ኤޕߔ߹ࠅߤ߽ߦ 
Σ. න⺆࡞࠺ࡕߩ 
 න⺆߇ⅣႺࠄ߆᭴ㅧ化ࠄ߆ࡓ࠭࠾ࠞࡔࠆࠇߐන⺆ߩ↪ߣ⸥ㅀᨒߒࠍ

 ޕߔ߹ߒ
Τ. ᐲߩᩭ࡞࠺ࡕߩ 
 න⺆߆ߟࠍ࡞࠺ࡕߩ‛ℂ̆⸥ภ論ℂߩ⸥ㅀᨒࠍᒛߡߒᐲߩᩭࠍ

⸥ㅀࠆߔ♽ޕߔ߹ߒߒࠍ 
Υ. ↪㕙ߣ⏕₸ᔕ࡞࠺ࡕߩ 
 ᐲߩᩭࠍ࡞࠺ࡕߩၮ␆߇ߔߢ߈ߴߔߦ⠨ᘦߕߖ↪㕙ߦ߁ࠃߩߤ߇

᭴ᚑࠇߐ⏕₸ᔕߦ߁ࠃߩߤ߇ࠍ߆ࠆߎ⠨ኤޕߔ߹ߒ 
Σ. න⺆࡞࠺ࡕߩ 
 ᭴ㅧߩ⪲⸒
 න⺆߇ⅣႺࠄ߆᭴ㅧ化ࠄ߆ࡓ࠭࠾ࠞࡔࠆࠇߐන⺆ߩ↪ߣ⸥ㅀᨒߒࠍ

 ޕߔ߹ߒ
 ᒙ⠪߁ߣ⸒⪲ 
 第ਃ⠪ࠥߪߢࡓᒙ⠪ޟ߇⪲⸒߁ߣᲕੱ⠪㧛‽ੱ㧩ᒙ⠪ޟࠄ߆ޠⵍኂ

⠪㧩ᒙ⠪ߦޠᄌ化ࠍߣߎߚߒᕁޕߐߛߊߡߒ␠会ⅣႺ߇ᒙ⠪߁ߣ

ᔨࠍⷙቯߡߒᒙ⠪ߩᗧ180߇qᄌ化ߩߟߣ߭ߚߒޕߔߢ 
߰߁ߣޔߥࠊ߹߆߽ߡߓbޔߩ߽߈ߴߔ⼔aߪޠߩ߽ᒙޟ 

‛↢ )ࠆߌ⽶ߢ༗ནߪߩ߽Њᒙߩ߽ᒝޕߔ߹ߡࠇ߹߇ᗧߩߟߚ

ⷫ)⼔aࠇߐߢ( ⊛ ሶ)ߣbߓ(ߩ࠻࠹⏕)߇ᵷ↢ޕߔ߹ߒ 
 ᐲߩ㑐ଥߢᒙ⠪ߪ৻ቯߩᓎഀޕߔ߹ߒߚߪࠍ⚵❱㧛ᮭജߩੱߣ㑐ଥߢ

 ޕߔ߹ߒ፣უߪജᮭߥߒ⼔ࠍࠇߎߢᒙ⠪ߪߩ߽ࠆߒࠍᄙᢙߪ
ᐲ( ࠆߔ⼔ࠍᒙ⠪ߚߩߎ   ౕ ߦ᭴ㅧߥ⊛ၮᧄߩജᮭࠇ߹߁߇(

ޕߔߢ߇ⵙ್ᐲޔᄺߣᓮᕲޔ⨿ߊߠၮߦነ進ߩᣖ߳⾆ޕߔ߹ࠅߥ

ᚲᮭᮭߪജࠄ߆ੱࠍ⼔ޔߒㅒߦᒙ⠪(ઁ ⠪)ࠍឃ㒰ޕߔ߹ߒ 
 ᒙ⠪ᮭߦࠍਈߪߩ߁ߣࠆ߃␠会ᐲߩᩮᐙޕߔ߹ߡߞࠊ߆߆ߦ 
 ޕߔ߹ࠅߥߦ߁ࠃߩᰴ߫ߖᚯ߈ᒁߦ࡞࠺ࡕߩ⺆නࠍߩߎ 
 ߒߺ↢ࠍౕߥ⊛ᐲࠇࠄߡᒰࠅഀߦᐲ߇⟵ේߩ⪲⸒ ٨
٨ ㅒߩߎ߇⪲⸒ߦᐲߩ᭴ㅧࠍ⥄Ꮖߩౝㇱߦขࠅㄟߩ⪲⸒ߺ᭴ㅧ化ޔ

ಽ化ޕߔ߹ࠅߎ߅߇ 
 ޕߔ߹ߡߡߒߣౕߩᐲ߇ߩ߽ߩߘ᭴ㅧߩ⺆නߩߎ ٨

 න⺆ߩ᭴ㅧߣⅣႺߪߡߟߦᓟߢ⺑ޕߔ߹ߒㅢߚࠆߔߊࠃࠍߒⅣ

Ⴚߣਗ߽߱ࠠߩߟߣ߭߁ᔨ⌀୯ߡߟߦዋߒ論ޕߔ߹ߓ 
⌀୯ 
 ␠会ᐲߩ⌀୯ߪԘᒙ⠪⼔ߣԙᒙ⠪߳ᮭߩߩઃਈ߃ߣࠆߢ߹

ߪߢ㑆㆑ߡߛߚߡߒ⸂ℂߣၮᧄ⊛ᕈᩰߩᐲߪߣ୯⌀ߢߎߎޕߔ

 ޕࠎߖ߹ࠅ
 Ј ᒙ⠪߇⪲⸒߁ߣᐲߩߣ㑐ㅪޔߢ⼔ᮭߣઃਈ߁ߣᐲ⊛ߥ

ౕޕߚߒ߹ߒߒࠍߣߎߔ߿߈ߟ߮⚿ߣ 
 ᐲߣⶄว化ߩ⪲⸒
₪ࠍᗧߩߢߣߎࠆࠇ߹ㄟߪߦ会ᐲ␠ߦᗧએᄖߩ᧪ᧄߪ⪲⸒ 

ᓧߩ⪲⸒ߒ᭴ㅧ߇ⶄว化ޔࠇߐ␠会ᐲࠆߡߞߊߟࠍ␠会⊛ߥౕࠍ᭴

ᚑޕߔ߹ߒ 
න⺆࡞࠺ࡕߩ 
 ቯ⟵࡞࠺ࡕߣ化ߦ進ޕߔ߹ߺ 
ቯ⟵ 



Σ. ၮ␆ 
  ᗧ㧦⸒⪲߇ᜰߩ߽ߔ␜ߒ 
  ᔨ㧦⸒⪲ߩߘߣᜰ␜࠻࠶ߩߩ߽ࠆߔ 
  ゲ㧦⸒⪲ߩ൮㑐ଥ߽ߣߞ߽ߊߠߣ߽ߦၮ␆⊛ࠍߩ߽ߥਛᔃޔߡߒߦ

⁁ᴫߔߒ߇⸒⪲( ၮ␆⊛ࠄ߆ߩ߽ߥബߚߒ⸒⪲ )ߩ㑐ଥ߇ਛ

ᔃࠍ⪲⸒ߩઁߡߞߥߦ✬ᚑ߈ߣߔ߅ߥߒၮ␆⊛⸒⪲ߣബߚߒ⸒

 ޕ߁ߣゲࠍኻߩ⪲
  ᭴ㅧ㧦⸒⪲ࠍ᭴ᚑࠆߔⷐ⚛߇ኻᔕࠆߔᄖ⇇ߦᔕߦ⪲⸒ߡߓⷐ⚛߇ㅊട

 ޕ߁⸒ࠍᒻᘒߩߘߔߛࠅߊߟࠍᒻᘒߩቯ৻ߚߒኻᔕߦⅣႺࠇߐ
Τ. ᄖ⇇ߩߣኻᔕ 
  ‛ℂ↪ߩߣኻᔕ㧦⸒⪲ߩᄙߪߊ‛ℂ↪ߣኻᔕޕࠆߔ 
 㧦ᒙ⠪ 
  ⅣႺߩ⪲⸒ߣ⋧ⷙቯߣᗧߩᶖ㐳(ኻ)㧦⸒⪲ߩᗧߪⅣႺߩ᭴ㅧ

Ⅳࠍᴫ⁁ࠆߔᗧ߇⪲⸒ߪߣലᕈޕࠆࠇߐⷙቯ߇ലᕈࠅࠃߦ

Ⴚߟ߽߇⪲⸒߫ࠇߌߥ߹↢߇ᗧ߇ᄬޕ߁ࠍߣߎࠆࠇࠊ 
 㧦第ਃ⠪ࠥߩߢࡓⵍ⇼⠪߇ᒙ⠪߁ߣࠆߢᔨߩᄌㆫ 
Υ. ⸒⪲ߩౝㇱ 
  ↪♽ߩ⪲⸒ߣಽጘ㧦⸒⪲߇ᜰߔ␜ߒኻ⽎ߩߤ߇↪♽ߦዻࠆߔ

 ޕࠆߥߣಽጘဳߔ␜ࠍ♽ߩ↪ࠅ߹߈߇᭴ㅧߩ⪲⸒ߢ߆
 㧦第ਃ⠪ࠥߢࡓᒙ⠪߇ⵍ⇼⠪ࠄ߆ⵍኂ⠪ޕࠆࠊ߆ߦᒙ⠪ߪⵍ

⇼⠪㧩ᒙ⠪ߣⵍኂ⠪㧩ᒙ⠪ߩߟߚ߰߁ߣಽጘޕࠆߡߞ߽ࠍ 
  ൮㑐ଥߣ集ว㧦⸒⪲ߪ↪ߩ߃឵߈⟎ߢ⪲⸒ߩߟߴߡߒߣน⢻

ߟᜬࠍᗧ߹ߖࠅࠃ߿⪲⸒ߟᜬࠍᗧࠈ߭ࠅࠃߚ߹ޕࠆߢ

 ޕࠆߦ൮㑐ଥߣ⪲⸒
 㧦ᒙ⠪Ҥⵍኂ⠪ޔᒙ⠪Ҥⵍ⇼⠪ޔᒙߩ߽Њᒙ⠪ 

ߘ᭴ㅧߩᔨߩㅪ৻ޔߊߥߪߢ߆߁ߤ߆ࠆߡߒሽ߇⪲⸒ߢᗧߩߎ  

 ޕࠆߥߦ㗴߇ߩ߽ߩ
Φ. ⸒⪲ߩ↪ߣㇱຠ 
  ォ឵ゲߣ⌀୯㧦⸒⪲ࠆߪᔨࠍゲߩ⪲⸒ߡߒߦ✬ᚑࠍᄌ߇ߣߎࠆ߃

 ޕࠆߔߣࠆߢ୯⌀ߪ㑐ଥ↢߇㑐ଥߩᴫ⁁ߣ⪲⸒߈ߣߩߎޕࠆ
  ⌀୯㧦⌀୯ߩ⪲⸒ߪߣ᭴ㅧࠍ⸥ภ論ℂߢߔ␜߇⪲⸒߈ߣߚߒᄖ⇇ࠍ
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進化経済学論集第 11集                   2007年 3月 24-25日          
京都大学第 11回大会 
 

 
シュンペーター経済学と進化経済学 

 
                     テクノ経済研究所   弘岡 正明 
 
要旨 
イノベションの経済学での記述には二つのタイプがある。一つは Schumpeter の主張す

る創造的破壊に象徴される認識であり、イノベーションは断続的現象として把握される。
その経過はロジスティック特性で表現され、また複雑系経済学ではロジスティック差分方
程式で記述される非線形モデルとして集約される。一方で Darwinismを骨格とする進化経
済学がある。ここでは Nelson-Winter に代表される遺伝子に当たるルーチンがイノベーシ
ョンの主体であり、その進化論によってイノベーションが記述される。ここではイノベー
ションは成熟することなく永続的に進行し、無限軌道である。筆者は過去の種々のイノベ
ーションの具体的な事例を検証することにより、イノベーションが 3 つのロジスティック
軌道によって記述される非線形特性を持っていることを見出した。このロジスティック解
析によって、二つのイノベーション論の相関が解析できた。非線形の Schumpeter 的経済
学は、一つのイノベーションから次のイノベーションにパラダイムシフトする非線形現象
を論じるものであり、Nelson-Winter型の Darwinismによる進化論は、一つのイノベーシ
ョンの進行中に起こる技術進歩を記述するものと考えることができる。すなわち、
Nelson-Winter型のルーチン現象は、一つのイノベーションパラダイムの進行中に見出され
る現象であり、そのイノベーションの成熟後に新たにイノベーションが断続的に出現する
問題を記述することはできない。これはミクロ進化論であり、その中では技術開発のフィ
ードバックモデルが重要視される。一方、パラダイムシフトを伴う Schumpeter 的マクロ
進化論では、技術開発はリニアモデルによって進展する。Darwinism は木がどのように枝
葉を伸ばし、成長するかを記述するものであり、Schumpeter経済学は、森がどのような木
によって構成されているのかを記述するものと比喩的に対比することができる。
Nelson-Winterの進化論では、企業間のイノベーション行動が Bernoulli試行ではなく、事
前の事象に影響される Markov 鎖であり、試行錯誤の確率過程としているが、本論ではそ
の過程が決定論的な非線形軌道に収斂することにより Schumpeter 的現象が発現すること
を指摘し、そこに両者の接点を見出すことができた。 

 
１．はじめに 

Adam Smith に始まる従来の経済学が人、金、物の関係を論じてきたのに対し、
Schumpeterは初めて、経済発展の原動力が技術革新にあることを指摘し、イノベーション
の経済学を提示した。Schumpeterの経済発展論以来、技術革新の経済学については多くの
研究がなされてきたが、最近では Nelson-Winter による進化経済学が大きな関心を呼んで
いる。一方で、複雑系の経済学が注目を浴び、May のロジスティック差分方程式をベース
にした検討が進んでいる。しかし、これらの間には、どのような関係があるのか必ずしも
明確にはなっていない。筆者(たとえば、弘岡、2003、2006b)はロジスティック方程式を背
景にした技術革新の解析を進め、その経済動学を論じてきた。前報（弘岡、2006b）では、
このロジスティック動学を用いて離散系の技術革新パラダイムを解析し、具体的な事象を
裏づけとした複雑系の経済学を提示した。本報ではシュンペーターの経済学と進化経済学
の特性を比較し、イノベーションの経済学の中での位置づけを明らかにする。 
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２．生物進化論と経済学 
 
近代工業化社会が 18世紀後半の産業革命を契機に進展したまさにその時機に、Lavoisier

に始まる化学、Faraday に始まる電磁気学、そして生物学では発生学と Darwin に代表さ
れる進化論が同時並行的に進展し、近代科学の基礎が固まった。まさに同じ時期、Adam 
Smith に代表される経済学が始まった。しかも、これらの学問の相互に多くの接点が見出
され、交絡がある。ここでは、本論の主題である進化論と経済学の接点について概観して
みよう。この問題については、たとえば Hodgson（1993）、Andersen(1994)などで詳細に
論じられている。 

Malthus (1798) の人口論の刺激を受けて、Wallace の自然淘汰説（1854）、Darwin の
生物進化論（1859）が誕生した。また、Multhusの人口論から Velhurstのロジスティック
式、Lotka-Volterra の式が誘導され、人口や生体の繁殖が論じられた。その後の経済学は
今度は Darwinの進化論の刺激を受けて、経済活動の動的特性を生物進化論との比喩から論
じられるようになった。Marx や Engelsは Darwinの種の起源に感銘を受け、進化的過程
から、革新的過程を論ずるきっかけとなった。Marshall は生物学から導入した経済活動
の動的な考え方を訴え、経済学は広義に解釈された生物学の一部であるとも指摘した。
Veblen はこれまでの経済学が抽象的で非現実的であると批判し、人間の文化、社会活動の
一環として経済の動態分析を行うべきとして、進化論を取り入れた制度学派の経済学を展
開した。Schumpeterは Darwinを賞賛し、評価したが、生物学の進化についてのアナロジ
ーを拒絶し、創造的破壊という不連続性を強調、Marshallの漸進主義と対照的な考え方を
展開した。Alchian(1950) は企業行動における不確実性の問題を重視し、生物学的進化と経
済学的進化のアナロジーについて論じ、選択過程における個体群思考（population 
thinking）の概念を導入した。Hayekは 1960年代以降の著作で進化論的記述に重点を置き、
群選択と秩序の概念：自生的秩序を提唱、特に Prigogineの散逸構造の考え方を取り入れた
非平衡ダイナミクス、自生的秩序と進化、自己組織化の重要性を強調した。新古典派の経
済学からの脱却を図っていた Nelsonは Schumpeter的な考え方を模索してきたが、Winter
の進化論的企業発展論と融合した進化経済学を集約した。今日のイノベーションの経済学
は、Neo-Schumpeter学派から、Nelson-Winter型の進化経済学へと重点が移りつつある。 
Hodgson (1993),Witt(2003)など、最近の多くの進化経済学は Darwinism を軸に展開され
ている。しかし、Nelson-Ｗinter の経済学も一つの壁に向き合っており、本論は、今後の
イノベーション経済学がどう発展すべきか、両者を対比しながら、イノベーションの本質
を見極めようとする。 
 
２．イノベーションと二つの進化論 
  
 Andersen(1994)は、ポストシュンペーター的観点から、各種のイノベーション論を総括
して進化論的経済学をまとめたが、その中では Schumpeter の流れを汲む断続的進化論
（Punctuated evolution）と Nelson-Winter 型のダーウィン的漸進進化論（Darwinian 
evolution in gradualism）が対比される。Hodgson (1993)は経済学における進化の考え方
を類別して、個体発生的（Ontogenetic）な考え方と系統発生的（Phylogenetic）な考え方
をする経済論を識別した。個体発生的経済論は進化に連続性を持つMarshall, Walrasのグ
ルーﾌﾟと断続的進化を考える Schumpeter を類別、系統発生的経済論として、完結型
(Consummatory)の Hayek,非完結型の Veblenを挙げた。 
ここでは Andersen的な分類で検証を進める。Schumpeterは断続的な進化論であり、一

つのイノベーションパラダイムが経済の均衡を破って非平衡的に出現するのに対して、
Nelson-Winter型の Darwinismでは経済のルーチンが遺伝子的に働いて、絶えず自然淘汰
が働いて進化が進行する漸進的継続進化である。 
2.1 断続平衡論－Schumpeterian approach 
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Schumpeter的断続進化では、あるとき突然 serendipity的にイノベーションが発現する。 
Schumpeter（1942, Cahpt.7）はこれを、「創造的破壊の嵐（Gale of creative destruction）」
と表現した。Schumpeter による最も具体的な表現は“ Railroadization”の造語に象徴され
る。鉄道のイノベーションによって駅馬車が淘汰されるが、駅馬車をいくら積み重ねても
鉄道は生まれない、との表現によってその出現を象徴的に示している。“ Add successively as 
many mail coaches as you please, you will never get a railway thereby.”, Schumpeter 
(1934, pp.64). 

Schumpeter はイノベーションの進展を有限の期間に成熟するＳ字型の曲線になること
を認識し、Verhulstがロジスティック式を提唱していることも知っていたが（Schumpeter 
(1939、pp.492), 決して数学的な表現を使うことはしなかった。イノベーションの普及がロ
ジスティック式に従うことは、Griliches(1957)以来多くの経済学者が追認してきたことで
あるが、Schumpeter の弟子の Goodwin(1990)は、イノベーションが離散系であることか
ら、ロジスティック差分方程式を誘導して、Schumpeterの考え方を追証し、カオス経済動
学を集約した。May(1974)は決定論的なロジスティック差分方程式が、条件によってカオス
が現れる事を始めて見出し、複雑系研究の端緒を開いた。すでに前報において詳細に論じ
たように、このMayの差分方程式を用いたイノベーションの複雑系経済学は Lorenz(1989), 
Goodwin (1990), Peters(1991)らによって論じられてきた。 
2.2 Darwinian approach－漸進的継続進化論 
 最近では、Nelson-Winter(1982)の進化経済学が注目されてきた。Nelson は新古典派

経済学から脱却して、技術革新が長期的な経済発展の鍵になる技術変化に焦点を当て、シ
ュンペーター的な動的変革を念頭に置いて、新しい考え方を模索してきた。Winterは企業
行動が進化論的に発展することに興味を持っていた。この両者の考え方から企業の行動に
関する企業進化論に到達した。それは、市場環境下で活動している企業の能力とその行動
の進化論を展開したもので、制約された環境下で個々の企業が、ルーチンといわれる行動
因子をいかに駆使して生存競争に対処するのかを論ずる。その企業進化モデルは技術革新
論というよりも、さらに広く企業の行動論である。その一つの特徴は、企業が行動する時
の環境が決して同一ではなく、それぞれ異なる選択環境にあるということである。人間の
選択は、決して合理的な情勢判断の中で意思決定しているのではないとするAlchian（1950）
の不確実性と進化に関する問題提起に端を発しており、またＨ.Simon（1982）の限定合理
性、すなわち、組織を取り巻く環境を全て十分認識しないままに、選択しなければならな
いという問題認識でもある。このような企業行動の場の認識は、人間の行動と意思決定に
関する環境の問題であり、人間社会の組織、制度の問題として、筆者： 弘岡（2003）の技
術革新の発展する場の認識と重ね合わせることができる。Nelson-Winterの企業進化論の注
目すべき成果は、これまでの完全競争を前提にした市場理論の枠組みを越えて、市場競争
を選択環境下での動的な進化論に展開していることである。その問題意識を技術革新の核
心を担う企業の行動学としてみても、それは企業の研究開発を内生的に論じる行動論であ
り、技術革新の場についての内生的認識が始めて具体的に記述されたものといえる。特に、
選択環境下に於いて、技術進歩を企業の意思決定に明示的に取り込み、個々の企業がその
行動ルーチンの資質を駆使して進化する問題認識は、企業の動態を的確に把握した優れた
洞察である。 
 
３．生物学進化論と進化の実態 
 
生物学の進化論は、Lamarck(1809)が始めて生物が進化することを提唱して以来

Wallace(1854)の自然淘汰説、Darwin(1959)の「種の起源」、DeFries (1901)の突然変異説
によりその基礎が築かれた。遺伝子の変異と適者生存、自然淘汰により進化が進むとの考
えは今日の進化論の基礎となっている基本原理であるが、現実の生物進化は Darwinismだ
けでは説明できない特異性を示している。 
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 生物はＤＮＡの継承により世代交代を続け、その種が保存され続けるが、ＤＮＡの突然
変異によって新しい種が誕生し、自然淘汰を受けて進化する。しかし最近の生物進化論を
紐解くと生物進化の実像がより詳細に見えてくる、40 億年ぐらいから生命が誕生して真性
細菌がシアノバクテリア全盛時代を形成、約 27億年前には古細菌が分かれ、その後、嫌気
性細菌と好気性細菌が共生することにより真核生物が誕生、20億年前までに 3種のドメイ
ン（超生物界,domain）の分岐が完成した。3つのドメインのうち、二つの微生物の共生で
多様なＤＮＡを獲得した真核生物のみが、今日の多様な生物界に進化しているのであって、
真性細菌、古細菌は絶えず変異は起きているが、発生当初からの細菌の範疇から逸脱する
ことができず、他の形態に進化することがなかった。すなわち、単にＤＮＡが変異を伴っ
て世代交代するだけでは、大きな分岐を伴うマクロ進化は現れない。真核生物でも、決し
て絶えず進化を続けているわけではなく、約 8 億年前に原生生物、菌類、植物、動物の 4
つの界（kingdom）に分かれてから、新しい界は発生していない。同様に、次の分類の門
（phylum）は 5.5 億年前までに 32 門が出揃い、先カンブリア紀の多様化、カンブリア爆
発でほとんどの生物は出揃ったのであり、さらに 2.3億年前までに哺乳類などの綱（class）
が終了、以後新しい大分類の新生物は現れなくなった。現在は、目（order）、科（family）、
属（genus）も新しいものが現れない時代となり、最終分類の種（species）のみが多少発見
されるぐらいで、もはやほとんど新種が現れない時代に至っている。このことは、進化と
いうものが生物界では一方通行で、すでに最終段階に至ってしまっているということを認
識する必要がある。 
 さらに、重要なことは、新しい分類が現れる契機は、超大陸の出現、分裂などの天変地
異によるもので、それを契機にした大絶滅のたびに新しい分類に大きく移行していること
が認められる。一方、進化が進んで分岐が起こっても、その後の種は長期間安定に保存さ
れ、大きく変わることはない。例えば、シーラカンスは 3.5億年前に分岐したが、今日まで
その姿を留めている。この考え方は Gould ＆ Eldredge (1977)が断続平衡論として提唱し
たもので、遺伝子の変異と自然淘汰で進化が起こるとする Darwinの考え方だけでは説明が
付かない進化の実像を精査に認識する必要がある。 
 一方、Schumpeter のイノベーションに対する考え方を見ると、Gould 的な断続平衡論で
あることが指摘できる。イノベーションはあるとき serendipityによって発生（emergence）
し、有限の時間で成熟する。その後、その性能を上回る別のイノベーションが現れない限
りは、成熟後もシーラカンスのように市場に生きながらえる。蒸気機関は James Ｗatt に
より完成されたが、その動力源は広く応用され、蒸気機関車は今日でも生きながらえ、存
続している。しかし、今日蒸気機関を研究している人はいないのであり、もはや蒸気機関
の進化は止まっているとしか考えようがない。すなわち、イノベーションも断続平衡論で
あるといえる。それでは、Darwin的な進化が無限軌道で漸進的に進展する構図はどこに見
出されるのか。それは次節で論ずる。 
 
４．ロジスティック動学による進化経済学 
 
 Griliches(1957)がイノベーションの普及がロジスティック式で記述できることを見出し
てから、多くの経済学者がこのことを検証してきた。さらに、Marchetti(1980)は 18 世紀
から 19世紀にわたって近代化学が成立した時期に、各種の元素が発見された経緯、蒸気機
関の効率の向上、発電機の発電効率の経時変化などがロジスティック式で記述できること
を明らかにしており、技術開発の経緯もロジスティック性を示すことが示された。
Andersen(2001)は各種の技術分野でのイノベーションに関する特許数の変遷がロジスティ
ック式で記述できることを示した。これらのことは、イノベーションの普及だけでなく、
技術開発の経緯もロジスティック式に従うことを示している。筆者 : 弘岡（1998）、
Hirooka(2003),は、19 世紀の合成染料の開発数の経緯、戦後の農薬、プラスチック特許数
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の変遷などを検証し、いずれも Fisher-Pryプロットが直線になることから、ロジスティッ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
   図 1 イノベーションパラダイムのロジスティック構成 
 
ク特性を検証した。さらに重要なことは、一つのイノベーションパラダイムが、基盤発明 
に端を発した一連のコア技術の開発経緯を示す技術軌道、それらのコア技術を使った製品
開発の経緯を示す開発軌道、製品普及の経緯を示す普及軌道が 3 つのロジスティック曲線
で記述され、図 1のような相関があることを示した。 
 すでに前報：弘岡（2006a）では、イノベーションが離散系で、個々の事象の集積で軌道
が構成されており、それぞれを要素とするフラクタル構造を明らかにした。さらに、
Goodwin, Lorenz, Petersらが、Mayの差分方程式を使ってイノベーションの経済学を論じ
ているのに対して、筆者は実際のイノベーションの単調増加特性を的確に表す新しい差分
方程式を誘導し、その妥当性を示すとともに、各要素フラクタルが親曲線に完全に内包さ
れる特異性を示した。 
 技術開発の各軌道要素の時系列分布のタイムスパンから、技術軌道を特定できることから、
イノベーションの軌道記述だけでなく、各種の科学パラダイムの科学軌道を独立に描くこ
とを可能にした。たとえば、19 世紀後半に進展した合成染料の技術軌道は、有機化学の科
学軌道であり、バイオテクノロジーの技術軌道は、AveryがＤＮＡが遺伝子であることを発
見したことに始まり、Watson-Crickの二重螺旋構造の解明、Cohen-Boyerの組み替えＤＮ
Ａに至る一連の大学における基礎研究の科学軌道である。このことを敷衍して、各種の科
学軌道を同定するとその発達の経緯が視覚的に表示できる。Lamarckの用不用論に始まり、
Wallaceの自然淘汰説、Darwinの種の起源、DeFriesの突然変異説に至る経緯が、生物進
化論の科学軌道である。その後、Mendelの遺伝の法則が明らかになり、染色体の発見と遺
伝との相関が明らかになり、遺伝学の軌道が同定される。その後、分子生物学が発達し、 
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             図 2 生物進化論のパラダイム進化 
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          図 3 経済学パラダイムの変遷 
遺伝と進化がＤＮＡレベルで解明できることになって、近代進化論が新しい科学軌道を形
成して大きく進化したのである。分子レベルで解明が進んだ進化論は、まずMargulis(1967)
の連続共生説で，真核生物が二種類の細菌の共生の結果誕生した秘密が解明され、真性細
菌，古細菌とは異なる特異な進化過程を辿ることになる要因が指摘された。木村資生はＤ
ＮＡが進化を伴わない中立的な変異を繰り返すことを見出し、ＤＮＡの変異と進化との関
係を解明した。衝撃的な提案は Gould らによる断続平衡論であった。今日までの近代進化
論は Darwinの進化論を基礎にはしているが、その詳細が明らかになったことで単なる漸進
的継続進化ではないことが解明されてきた。ここに、生物進化論に関連した科学軌道のパ
ラダイム進化の経緯を図 2に示した。 
ちなみに、経済学の各学派のパラダイムの変遷を図３に示した。科学パラダイムは、近

代化学が成立した 18 世紀後半以降、そのタイムスパンが次第に短縮され、Lavoisier に始
まる基礎化学、生物発生論、電磁気学などいずれも 90年のタイムスパンで、19世紀後半の
合成染料では 40年のスパンとなり、現代のバイオテクノロジーやエレクトロニクスでは 25
年のタイムスパンと大きな短縮を示しているが、経済学の各パラダイムのタイムスパンは
ほぼ 90年で短縮が見られない。 
 
５．非線形イノベーションパラダイムの特性 
 
 イノベーションが Schumpeter的な断続平衡論として進展するものであることから、種々
の特性が指摘できる。 
イノベーションのロジスティック動学は､技術革新という抽象的な知識の発展経緯を具

体的な軌道として表現することを試みたものである。それは断片的な発明・発見の事象を
紡ぎ合わせた投射像ではあるが、科学技術発展の経緯の記述を可能にする試みとして唯一
の手段となっている。それが可能になったのは、知識伝播と発展の軌跡が非線形事象であ
るということによる。 
 ロジスティック解析でイノベーションの種々の特性が指摘できる。その一つは非線形特
性であり、すべての事象が有限のタイミングの中で成熟することから、時間のファクター
が大きな意味を持つ。第 2 に、イノベーションが外部的な要因で発現することから、その
外生的要素が新たに指摘できる。これは科学技術分野に踏み込んだ解析によって始めて明
らかになったものである。第 3 に、技術革新の進展する知識伝播の場の認識とその重要性
の指摘である。以下これらの諸点を中心に考察を進め、Schumpeter的な断続平衡論の特性
を検証する。 
これまでイノベーションの非線形性という特質を明らかにしてきたが、そこでは、時間

の重要性、タイミングの判定が重要な意味を持ってくる。それらの背景として、いくつか
の技術革新に関する課題が浮かび上がってくる。つまり、技術発展が成熟段階に達すると、
その技術はもはやそれ以上の性能には発達できないと言う壁に突き当たる。技術には固有
の性能の限界があり、経済に対するその貢献度、インパクトも自ずから規模が定まる。技
術革新の発展速度にも自ずから限界があり、無限に加速することはない。これらの限界は、
技術革新の非線形性から帰結される問題である。 
 
a. 非線形ダイナミズムの特性 
本論解析の最大の特徴は,繰り返しになるが、技術革新の非線形性の認識である。すなわ

ち技術革新は、その技術発展も､製品の普及も､有限のタイミングの中で成熟するという、
成熟型の非線形性を持っている。そのことが、一つのダイナミズムの源泉であり、関連事
象にタイミングの重要性を与え､各種のタイミングの判定を可能にする。例えばこれまで述
べてきたように、ベンチャービジネス開始のタイミングであり､政府の産業育成政策のタイ
ミングが判定できる。また、既存産業が新技術を取り入れる､技術融合のタイミング判定も
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重要であり、その遅速が企業の競争力を大きく支配する。技術革新の普及についても、そ
の成熟型非線形性から、各種の説明が可能となる。例えば、コンドラチェフ長期波動の上
昇期が、技術革新の普及により構築されることや、大恐慌の原因が技術革新の普及との相
関で解明できるなど、非線形解析によりはじめてその成因が理解できる。 
技術革新の経緯が非線形特性を持っているということは、一連のコア技術、応用技術が

それぞれの集団を構成し、有限のタイムスパンの中で成熟することを意味する。この現象
についての幾つかの事例から、それらがロジスティック式で表わすことができるという結
果が得られたので、イノベーションの経緯を記述する手段としてロジスティック曲線を用
いたわけであるが、それは必ずしもロジスティック性を証明することが目的ではない。そ
のシグモイド型成熟曲線の非線形性を利用して、時系列的解析を行うことが目的である。 
それではどのような特性が明らかとなったのか、まずイノベーションパラダイムの構成を
まとめてみると、以下のように要約できる。 
１） イノベーションパラダイムを構成する要素を 3つの成熟型非線形軌道で記述するこ

とができる。すなわち、技術革新の普及が非線形のロジスティック軌道で記述でき
るだけでなく、その前に存在する技術軌道、開発軌道も同様にロジスティック曲線
で記述できる。 

２） これらの軌道は、それぞれ異なる縦軸の次元を持っているが、それを成熟度で平準
化した記述で表わすことにより、時系列的に相対的な位置関係の判定が可能となる。 

３） イノベーションの進展速度は、そのロジスティック曲線のタイムスパンで記述する
ことができ、それは製品普及では普及拡散係数が普及速度に対応し、技術、開発軌
道では、技術の発達速度に対応する指数となる。 

４） 経済の外的撹乱を越えて、一定の拡散係数が確認されたことは、製品の普及が一種
の物理現象として機能していることを意味する。 

５） 有限の時間で成熟する非線形特性から、技術革新、経済発展の各種のタイミング判
定が可能となる。 

６） 一つのイノベーションパラダイムが成熟すると、特に新しい次なるパラダイムがそ
れに置き換わらない限りは、その成熟状態は持続するが、新たに次のイノベーショ
ンが誕生し、従来の製品を凌駕すれば、次のパラダイムに不連続的に進化する。こ
れらの挙動は、生物進化論での淘汰と同様な現象として認識できる。 

 
ｂ. イノべーションにおける時間の認識とタイミング 
時間の関数としての認識 
 非線形特性の重要な因子は時間の認識である。イノベーションが進行しているときの経
過とその対応手段は、時時刻刻変わって行く時間の関数である。とかく、経済学では、す
べての要素を均一化して議論してしまうが、イノベーションだけは、突然現れて、有限の
タイムスパンの中で経済システムの中に埋没してしまう台風のようなものであるから、恒
常的な経済活動とは異なる次元で処理する必要がある。その経過の中でも、毎年の状況は
大きく動いている。その意味で、イノベーションは、4次元の事象として認識し、対応しな
ければならない問題である。例えば企業の経営では、イノベーションのどのフェーズにい
るのかの判断が重要である。それが、まだ開発軌道の初期なのか、普及軌道のどのあたり
にいるのかで、経営の対処の仕方が異なり、時期に応じた戦略展開が必要である。この問
題を無視して、イノベーションの経済学を論ずるのは意味がない。 
付加価値の発現とタイミング 
基幹イノベーションは、それを担う当該産業だけでなく、広く経済全体にわたってその

恩恵に与かる分野が広がっていくが、成熟段階では、経済の日常構造の一部として融合し
てしまう。経済が豊かになればなるほど、インパクトの大きい基幹イノベーションが新た
に普及しても、経済全般に渉る成長への寄与度は､相対的に小さくなる。 
 イノベーションの付加価値は、普及段階に入った当初は小さい。それには、三つの要因
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がある。まず一般論で言えば、初期の製品は荒削りで、使い勝手が悪く、余り評価されな
いから、その初期性能の付加価値は小さいものでしかない。第 2 には、製品のコストが高
く、収益性が低い。普及が進むにつれて、規模の経済性が出てきて、原価が下がれば、収
益性が増大する。第 3 に最も大きなファクターは、市場の大きさである。まず当初は、そ
の用途も十分開発されていないので､適用市場が狭い。しかし、時間と共に需要量が増大し、
市場も広がる。従って、技術革新の経過に伴う付加価値の増大は、これらの要素が積で効
果を生み出すから、３乗で利いてくるといえる。 
デジタル化を通じて進展するマルチメディアが期待したほどの付加価値が出ないのは何

故かとの議論がなされているが、それはまだ、十分付加価値が増大していないタイミング
にあるからであって、マルチメディアが、これまでの技術革新と比べて異質なものである
からではない。また、今日のような豊かな経済規模の中では、いかにマルチメディアであ
っても、その付加価値の増分比率でみると、必ずしも期待したほど大きいものではないの
かもしれない。いずれにしても、まだデジタル化はスタートしたばかりであり､その実効は
まだ上がるはずがないタイミングであったといえる。 
 
ｃ.イノベーションの固有ポテンシャル 
イノベーションの進展に伴い、製品の特性が改良され、より洗練された商品に辿り着く。

しかし、成熟型非線形性から、その性能の向上には限界があり、その性能がすべて利用さ
れる段階で技術は完成する。それに伴ない、市場の広がりにも限界があり、技術固有の特
性で制約される。従って、その経済へのインパクトについても、その技術が本来持ってい
る固有の大きさがある。本節ではこの問題を取り上げ、まず技術固有のポテンシャルにつ
いて考える。 
 イノベーションのパラダイムは、各種の製品を生み出して、その普及が豊かな市場を形
成し、経済を活性化、発展させてきた。しかしながら、それらの商品は必ずしも万能の性
能を持っているわけではなく、技術それぞれの分相応の性能が利用されてきた。たとえば、
Wattの開発した蒸気機関は、第一次産業革命において、繊維工業、製鉄業、鉄工所の動力
として使われることで重要な役割を果たしたが、その後、蒸気船、蒸気機関車として応用
され、輸送機関に革命的な貢献をもたらした。しかし、その自動車の動力としては一時期、
実用に供されかけたが、不成功に終わり、ガソリンエンジンに主役を奪われた。また、航
空機のエンジンとしても実用化されなかった。つまり、蒸気機関という技術革新は、自ず
からその実用範囲に限界があり、それを超える能力には発展できない。それぞれの技術革
新には、それぞれ固有のポテンシャルがあり、その性能には自ずから限界があることを認
識しなければならない。これを敷衍すれば､次なる技術革新によって市場が奪われて､淘汰
されるか、一部の特徴を評価されて、生き残るか、あるいは競合製品が出なくて、持続的
に生き長らえるかが決まる。 
 
d. 基幹イノベーションと経済インパクト指数の概念 
イノベーションの普及の中でも、特に、エネルギー・動力、運輸、情報通信の分野で、

広範囲に経済インフラ構造を司る技術革新によって経済が大きく発展してきた。それらは
インフラ構造の担い手であり、ネットワーク構造を作ることで、大きな付加価値を生み出
し、経済にインパクトを与えてきた。これらのイノベーションを基幹イノベーションと定
義する。その多くはこれまで、汎用技術（General Purpose Technologiesあるいは Generic 
Technologies）と呼ばれてきたものであるが、筆者( 弘岡：2003)が提唱した基幹イノベー
ションとは必ずしも同一ではなく、技術そのものでなくても石炭、石油などの資源も基幹
イノベーションである。基幹イノベーションは経済発展の主役であり、それらは、エネル
ギー・動力では、第１波の蒸気機関、第 2 波の石炭、第 3 波の石油、電力、第 4 波の原子
力がある。運輸では第１波の運河、第 2 波の鉄道、蒸気船、第 3 波の自動車、第 4 波の航
空機、情報・通信では、第 2 波で電信、第 3 波で電話、無線通信、第 4 波では、コンピュ
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ータが挙げられる。これらは、いずれも広域波及的技術革新であり、コンドラチェフ波の
力強い上昇期の形成を司っている。 
イノベーションに固有のポテンシャルがあることは、その経済へのインパクトにもそれ

ぞれ限界があり、技術固有の影響度があることを意味する。基幹イノベーションはその広
域性と共に、経済への付加価値が大きいものと定義したが( 弘岡(2003))、イノベーション
の多くは、必ずしも基幹イノベーションではないから、その恩恵に与かるポピュレーショ
ンは限られてくる。現在声高にもてはやされている次世代ハイテク技術も、その恩恵に与
かるポピュレーションがどれだけのものなのかを十分評価する必要がある。イノベーショ
ンの付加価値がどれだけ経済にインパクトを与えたかを評価する指数、「経済インパクト指
数」を作るとすれば、その指数は、技術革新が生み出す、単位当たりの付加価値とその恩
恵を受けるポピュレーションの積で表わせる。 
  最近になって、イノベーションは、その数を増して、またそのクラスター集団の時間的
間隔が短縮されてきており、いかにも活況を呈しているように見えるが、よく観察すると、
経済に大きなインパクトを与えるものが少なくなってきたように思われる。その顕れが、
最近のハイテク技術ではないかと思われる。 
コンドラチェフ第４波の上昇期は、家電製品、合成樹脂、合成繊維などの石油化学品、

コンピュータなどによって形成されてきたが、それに続く技術革新集団は、バイオテクノ
ロジー、エンジニアリング樹脂、ファインセラミクス、先進複合材料などであるが、必ず
しも、第５波の上昇期の形成には至らず、経済活性化効果では十分な責務を果たしていな
い。それらは、技術的には高度の先端技術であり、産業の質的高度化には貢献しているが、
その経済インパクト指数は必ずしも大きいものでないことが次なる景気波動を形成しなか
った原因と考えられる。 
その一つの理由は、それらが基幹イノベーションの分岐であることが要因である。たと

えばエンジニアリング樹脂は高分子パラダイムの一部を構成しており、高性能化で高分子
製品の付加価値を高めているが、製品の売上高では汎用高分子には及ばない。また、バイ
オテクノロジーは､科学的には飛躍的なブレークスルーであり、遺伝子組み替えで作られる
医薬品は､患者にとっては、いくらお金を出しても手に入れたい製品であるが、その経済イ
ンパクトは十分大きいとはいえない。これらの技術革新は、第４波の上昇期から少しずれ
て、直近のハイテク技術集団の普及となって現れてはいるが、必ずしも新しいコンドラチ
ェフ波の形成に至るだけのインパクトは持ち合わせていなかったことになる。技術革新の
幹から枝葉に至る相関を考えると、そのインパクトの相対的な重み付けが判断できるはず
である。 
  
e. イノベーションの進歩速度と頭脳律速 
 イノベーションの非線形性に関するもう一つの認識は、ロジスティック曲線の拡がりで
ある。ロジスティック曲線のタイムスパンは、その技術革新がどの程度の速さで成熟する
かの指標である。その限界について考える。 
科学技術や技術革新の進捗速度はこの 500 年の間に次第に短縮され、コペルニクス以来

のニュートン力学の 150年から、現代化学、電磁気学の 90年、230年前の産業革命でも紡
績機械、蒸気機関の 90 年、から今日のバイオテクノロジーや半導体素子の 25 年まで、軌
道のタイムスパンは次第に短縮されてきた。これはどこまで短縮されるのかが注目される
ところであるが、どのように考えることができるのであろうか。 
最近の情報化の進展で、もはや情報の伝達が律速になることはない。イノベーションは、

ロジスティック方程式が示すように、情報を持っている人と持っていない人のポピュレー
ションの積で表されていることから、情報の交換の方程式であるといえる。すなわち、そ
こでは、人を介して伝達が行われるので、人がそれを受け止めて、内容を理解し、さらに
その内容を咀嚼し、新しい考えに進化させるプロセスであると考えられる。その工程が律
速だとすれば、人の頭脳の処理速度が決定因子となる。したがって、人の頭脳処理速度が
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上がらない限り、あるタイムスパン以上には期待できないことになる。その限界はどれく
らいか。 
原子爆弾は金と人と頭脳を際限なく使って、可能な限り短期間に開発を行おうとした唯

一の例である。1932年、Chadwickが中性子を発見、1938年に中性子でウラン原子を叩く
と核分裂が起こることを予測、翌年Meitnerと Frischがウランの核分裂で大量のエネルギ
ーが出ることを予言、BohrとWheelerは、中性子がさらに逐次的に反応する連鎖反応であ
ることを発見した。第２次世界大戦勃発の 2日前のことであった。直ちにマンハッタン･プ
ロジェクトが開始され、1942 年 E. Fermi がシカゴ大学で設計、構築した最初のプルトニ
ウム原子炉が臨界に達した。1945年、原子爆弾は広島と長崎に投下された。1946年、英国
が原子力開発に成功、1952年、プルトニウム生産開始、核兵器と共に、原子力発電に成功、
このコールダー・ホール原子炉は 1956 年に商業炉として運転を開始した。アメリカでは
1952 年に水素爆弾が開発された。中性子の発見から原子力発電の成功からその商業化の
1956 年までのまでをとれば、2４年がそのタイムスパンとなり、資源を最大限注入しても
エレクトロニクスやバイオテクノロジーと同じレベルで、これ以上には短縮できないこと
を示している。 
最近、ドッグイヤーということが言われ､イノベーションが急速に進捗することを比喩し

ている。長期間のタイムスパンを持つ本論のイノベーション解析はこの認識と乖離してい
るように思われるが、現実に軌道を解析してみると、最初の基本発明はかなり以前にあっ
て、軌道のスパンは結局 20年以上にわたっていることが認知できる。すでに情報技術の進
化動向を検討した前報に各パラダイムの構成技術のフラクタルを見てきたし、半導体素子
は、3～4年ごとに集積度が 4倍になる不連続的な進化が起っているので、これも開発軌道、
普及軌道の上でフラクタル構造を構成している。そこで個々の要素技術に着目すれば、そ
の個別技術は極めて短期に成熟することとなるので、ドッグイヤーの認識が出てくる。し
かし、イノベーション全体のパラダイムはドッグイヤーとはなっていない。 
すなわち、ここで重要なことは一連の関連技術を一つの技術革新パラダイムとして把握

できているかどうかの判断である。それぞれのパラダイムを認識するのはそれほど困難で
はないのであるが、技術系統図や樹木モデル、あるいは、産業連関表のような､技術連関表
があればよいのかもしれない。特にイノベーションの経済学は、それが市場を形成して､付
加価値を発揮するところまでの問題であるので､単に発明がそのまま経済を動かすわけで
はないということの認識が必要である。 
 
６．イノベーションの広域認識と外生性 
 
 イノベーションの特性を解明しようと試みたロジスティック動学の第 2 の特徴は、その
基本発明に遡って解明し、技術開発期間にまで踏み込んで分析し、包括的な記述を行おう
としたことである。その広域認識は、従来の企業を中心としたイノベーションの経済学の
範囲を超えたものとなる。それは、従来の内生性中心の解析に対して､外生的要素を重要視
した認識転換を求めることでもある。それでは、本論の広域認識で何が提起できるのか。 
 
a. イノベーションの発生と非日常性 
イノベーションはいつのまにか忍び寄ってきて、ある日突然われわれの目の前に姿を現

わす。それは有限の時間内に成熟して、経済の構造の一部となって、融合してしまう特性
を持っている。技術革新の種は、日常の企業活動からは異なる別の世界から突然やってく
る。このような経済とイノベーションの関係について、Schumpeter（1934）は経済発展の
理論（岩波文庫､上巻、p.171）で明確に認識している。まず､経済を動物の血液循環系と同
様な軌道を形成する系だとする認識がある。経済発展はこのような循環軌道が非連続的な
力によって軌道を変化させることだとの認識に立っている。この非連続的な力が新結合で
あり､技術革新である。 
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すなわち、イノベーションは新たにやってくる闖入者である。経済活動は、それまでに
取り入れた殆ど全てのイノベーションが成熟した状況の中にあることを認識する必要があ
る。殆ど全ての産業は過去のイノベーションで生まれたものが多いが、それらはすでに成
熟し、平常活動の中に組み込まれている。大半の企業は現在進行しているイノベーション
の埒外にあるということである。もちろん、既存の産業も基幹イノベーションのインパク
トが及んできて、その軌道修正は受けている。しかし、これまでは、頻繁に起こるイノベ
ーションの渦中にあって、その当事者である産業が多かったのであるが、次第にその成熟
度が増し、新しい基幹イノベーションが現れにくくなってきたことを念頭に置いて、対応
する必要がある。 
  
b. イノベーションの外生的特性 
イノベーションの発展は、最初の基盤となる発明、発見によって始まる。その技術の創

発は、多くの場合、経済の発展とは直接関係のない場で起こる。特に大学での基礎研究が
それに当たり、経済にとっては外生的な性格を持っている。シュンペーターが、発明はイ
ノベーションと何ら関係がないと考えるべきとしたのは大変思慮深い指摘である。しかし
シュンペーターは、このような発明がひとたび技術革新の原点となるときは、その発明は
もはや内生的要因となると指摘している（景気循環論、吉田訳 p.10,p.123など）。従って技
術軌道発祥の多くは、えてしてイノベーションの経済学で議論されない外の領域になって
しまう。たとえば、大学の基礎研究が、キャスティング･ボートを握っていることが多い。 
そこで、これまでの技術革新論と本論との間に認識のずれがでてくる。これまでの技術

革新論は、技術軌道が十分に視野に入っていない中で行われることが多い。それは、
Schumpeterが当初、外生的と考えていた技術革新を、後半になって企業内に研究開発力が
充実して、産業経済の内部に技術革新力が備わっているとの認識に変わったことに根ざし
ている。確かに、企業における技術革新力は充実し、その主体を形成していることに疑う
余地はない。しかし、近年、大学を中心とする基礎研究から、直接技術革新の種が生まれ、
ベンチャービジネスが立ち上げられる状況が多くなってきている。そこまで産業経済の内
生活動とするわけにはいかない領域に入ってきている。本論では、技術軌道を明確に認識
し、そこでは、大学主体の基礎科学が進展している状況を多数見てきた。最近のこのよう
な趨勢にもかかわらず、近年の技術革新論は、企業内の諸問題に焦点が集中しすぎて、か
えって技術軌道が見えなくなってきている。このことが、リニアモデルの排除につながり、
議論が限定化してきた原因と思われる。 
 加えて重要なことは、技術軌道がほぼ成熟しないと、普及が始まらないということであ
る。企業が大学から技術移転を受ける開発軌道では、すでに大方のコア技術は出来上がっ
てしまっていて、企業内での開発は主として市場を目指した開発研究に終始することとな
り、応用開発、市場開発の世界となっている。企業内の開発戦略や意思決定の議論は、こ
のような実行段階の体制問題であり、コア技術を取得する段階はすでに過去のものになっ
てしまっていることに留意する必要がある。ここで主張したいことは、すでに大学でのコ
ア技術が形成される段階から、企業がその新技術を認識することが重要で、できればその
段階から参入し、産学協同体制をいち早く組む対応を重視すべきとの視点である。 
このように、技術革新の新しいパラダイムの発現に限っていえば、企業内のルーチンか

ら発生することを余り期待できないということである。技術革新の発現は外生性が極めて
大きい現象であると言わなければならない。新しい技術革新の動きを如何に早く察知し、
その軌道を捉えるかが重要であり、自社の中から発進することは極めてまれであると考え
たほうがよい。たとえ大発明が企業内で行われても、他企業から見れば、それは外生事象
であり、社内の技術であっても、既存技術の延長上でないから、それも一種の外生性とい
える。 
最近の技術革新論の射程が開発軌道と普及軌道の周辺に限られているので、近年重要
になってきている科学技術軌道を、どのようにして射程に入れた機能、活動にするかの
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問題が重要であると思われる。その意味でも、本論の３つの軌道による解析が大きな役
割を果たす。ちなみに、Rosenberg(2001)の「内生論（endogeneity）」は、大学の科学研
究が技術革新の内生要因として機能し始めており、大学でのエンジニアリング、特に化
学工学が企業の化学プロセスの工業化に重要な機能を果たしており、大学研究が技術革
新の内生要因となってきたことを論じている。これからは、大学の基礎研究を内生的に
見た技術革新論が必要である。 
 
c. イノベーションのリニアモデル 
 本論の特徴は、イノべーションを３つの軌道で記述することであり、技術軌道、開発軌
道、そして普及軌道の順に進展するとの概念である。繰り返しになるが、技術軌道は大学
の基礎研究であることが多く、開発軌道はその基礎研究を、産学協同で、企業の開発チー
ムに技術移転する場である。そこで受け継がれた技術を製品として市場に出すのが普及軌
道であり、企業がその成果を工業化する軌道である。これは、最初に基礎研究があり、そ
れが応用研究に移行し、開発が進むと製品が上市され、市場が形成されて行くという流れ
が、順送りに進むプロセスである。これはまさに、これまでの技術革新の経済学では幼稚
な考えとして否定されてきた、リニア-モデルの概念そのものである。 
 Schumpeterの経済発展論は、技術革新が普及して、経済発展の原動力となるとの考え方
であるが、その後、技術サイドを一方的に重視した考え方であるとの批判が高まり、市場
プルの重要性を考慮すべきとの意見が指摘された。多くの議論の後に、Schmookler(1966)
の技術プッシュ、市場プルの両方が必要との鋏理論に到達した。技術革新は科学技術から
の発明だけでなく、市場のニーズから新しい技術革新が出てくるとの指摘であり、技術と
市場のフィードバックが必要との認識である。確かに、開発軌道と普及軌道の間には、密
接な情報交換があり、その相互作用の上に、市場が形成されて行く必然性が存在する。  
しかし、技術軌道は大学の基礎研究が多く、そこでは市場のニーズが反映されて、研究

が始まるということはほとんどない。そこでは、純粋の科学的好奇心から、新しい発見が
起こり、科学が進歩する過程である。しかし、この技術軌道そのものの性格も、ロジステ
ィック曲線で表現される事象であることの意味は、知識の出し手が、知識の受け手との接
触で、情報が伝達されると共に、相手からの情報もフィードバックされる関係にあること
を示している。すなわち、ロジスティック式はそのような人と人の相互作用を内生的前提
として、成り立っている。このことから、基礎研究から、応用開発へ、さらに市場の形成
へと進化するパラダイムであることでは、まさに線形事象であるといわざるを得ないが、
それぞれの軌道内、あるいは軌道間で知識の交換があり、フィードバックシステムである
ことでは、これまでのイノベーションの経済学で論じられてきたフィードバック認識と少
しも異ならない。何が違ってきたのかといえば、今回の軌道構成から、技術革新の全体像
がようやくつかめ、従来、普及軌道と開発軌道の周辺で議論していた問題が、さらに基礎
研究も巻き込んだ広域的な図式へと拡大し、包括的な議論ができるようになったことにあ
ると考えることができる。もっと簡便にいえば、従来製品開発、普及の周辺で論じられて
きたイノベーションパラダイムに、技術の潜在期間である技術軌道が付け加わった結果、
リニアモデルが復活したと考えることができる。 
  
d. 二つの進化論－パラダイム進化と技術進歩 
ここで、進化論をもう少し考えてみたい。進化論には二つあって、新しい種が分岐して

進化するマクロ進化、たとえば、サルとヒトが分岐するような､新しい種の誕生を意味する
系統進化と、一つの種の中で､個体が進化するもの、たとえばヒトの中では､猿人､原人、旧
人、新人と進化してきたミクロ進化がある。これをイノベーションに当てはめてみると、
新しい種が誕生する進化は、「パラダイム進化」であり、新しいパラダイムが、革新的な発
明、発見をベースに誕生するもの、もう一つは、あるパラダイムの中で、技術が発展し完
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成してゆく経過での「技術進歩」がある。このような区別が技術革新の進化を論ずる場合
に必要である。 

Nelson-Winterの進化経済学は、ミクロ進化であり、これは、一つの技術革新パラダイム
での技術進歩、すなわち、開発軌道に沿った進化過程での技術発展のプロセスに伴う企業、
組織の進化、｢企業進化｣を表わすものといえる。 
一方、Schumpeterが見てきた技術革新は、次から次へと新しい技術革新が誕生するマク

ロ進化であり、新しい種が誕生するパラダイム進化である。また、科学の発達でも、種々
のレベルに科学軌道がジャンプし、種の進化に当たるパラダイム進化が見られる。例えば、
理論物理学で言えば、ニュートン力学が完成して、ユークリッド空間での物理学が確立し
たが、非ユークリッド空間にまで拡張した相対性理論が提示され、新しいパラダイムが形
成された。このパラダイムもまだ完全に宇宙のすべてを記述できないことが判って、大統
一理論の完成が待たれている。このように、理論物理学で言えば、3つのパラダイムが次々
と進化して、形成されてきたことが認められる。同様に、ダーウィンまでに提示された進
化論は、その後、分子生物学が確立することにより、新しい近代進化論のパラダイムが形
成されてきた。産業イノベーションにおいても、電磁気学から、真空管へ、さらに半導体
素子へと進化し、次なるナノ素子へのジャンプが見えてきている。また化学工業では、当
初石炭化学工業が発展し、無機化学工業、有機染料工業などのパラダイムが生まれたが、
石炭から石油への大きな原料転換が起こり、石油化学工業、高分子工業、農薬工業などが、
それぞれ固有のパラダイムを形成してきた。このように技術革新では、不連続的に軌道が
進化するパラダイム進化で多くの経済発展が成し遂げられてきた。 
生物の進化は、すべての生物に共通の 4つの塩基を持つ DNAの組み合わせの突然変異に

よって起こるので、ほとんどの DNA構造は変化することなく、一部の DNAの変異によっ
て誘起される。したがって、生物進化ではほとんどの DNAが共通であるという下地がある
から、種の分岐という形で進化が進む。これに対して技術革新は、人間の頭脳が科学技術
の思考の中で起こる創発によって誘起されるので、分岐というよりもさらにより異質なジ
ャンプとして出現し、もっとドラスチックな突然変異が現われることが多い。半導体集積
回路は真空管を小型化した結果として出現したのではなく、蒸気機関の延長上にガソリン
エンジンが発明されたわけではない。むしろ、同じ産業の延長上に、次の技術革新が分岐
で育った例は少ないと考えたほうがよいのかもしれない。もちろん、一つの系統に付加的
な技術革新が起こるときは、分岐現象も出現する。鉄鋼業の銑鉄技術から、化学分析が可
能となり、炭素を除去する方法論が確立した時点で、製鋼法という技術革新に発展し、製
鉄技術の分岐が起こったといえる。しかし、多くは思いがけない方向から、新しい技術革
新の萌芽が芽生えてくる。サルより人間のほうが優れているからといって、サルが絶滅す
ることはなかったが、技術革新では多くは淘汰に進む。白黒テレビからカラーテレビが分
岐すると、白黒テレビはたちまち淘汰されてしまう。それは、適応環境が競合しているか
ら、少しの優劣が淘汰につながるのだと考えられる。生物進化論をどこまでも経済進化論
に適用しようとすると、大きな過ちを犯す可能性がある。Schumpeterはそのことを早くも
認識していたといえる。 
 
７．イノベーションの本質と知識伝播の場 
 
a.イノベーションパラダイム形成の原点－分担者と場の認識 
イノベーションが進展し、成熟して行く過程が 3 つの軌道から構成されていることが判

ってから､それぞれの開発が異なった分担者（アクター）によって担われていることがより
明確になってきた。３つの軌道では、それぞれ異なったアクター、異なったルーチンの役
割分担があることを、明確に示すことができる。そこでは Nelson-Winter のルーチンの概
念を時系列的に展開して記述することができる。 
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技術軌道が大学主体の場合は、技術軌道の担い手は大学の研究者である。開発軌道が大
学から企業への技術移転の場合では、大学の研究者から企業の担当者への技術移転という
ことになる。その新製品の開発担当者は企業研究部の研究者や市場開発担当者である。普
及軌道では､製造担当者や販売部がそのアクターとなる。すなわち、一つの技術革新は、多
くの人の間での知識伝達の場で進展する。 
また､イノベーションの発生の段階を考えてみると、イノベーションは人間の集団での知

識情報の新たな創発で起こる現象である。すなわち、人の集団がその営みの場であり、母
体である。一方上述のように、すでに何人もの経済学者がイノベーションと生物進化論と
の類似性を指摘してきた。生物進化論での母体は DNAであって、進化はその DNAを構成
する塩基のごく一部が変化して起こる過程である。その進化である DNAの変化は、生物同
士の接触による生殖作用のプロセスの中で発現するが、技術革新は、人間の集団活動の中
で蓄積された知識・情報が、人と人の接触プロセスの中で創出される。知識は人から人へ
の伝承を通じて蓄積され、継承される。過去に吸収された情報が暗黙知として蓄積された
中で、新しい情報との相互作用で新しい発想が生まれる。このような人の集団の場の中で
の情報の交流が新しいイノベーションの種になる発明、発見を創発する。すなわち、イノ
ベーションは個人の能力のみから自然に湧き出るものではなくて、人の集団活動という場
の中で起る事象として捉えるべきものである。例えば、技術軌道の全ての要素を一人の個
人が完成した例はない。極めて独創的な大発明も、その発明家個人の発想だけに基づくの
ではなくて、それまでの多くの先人の知識を何らかの形で吸収し、それを醸成した結果生
まれたものである。Schumpeterも、そのことに気づいていて、イノベーションの遠因が遥
か昔の技術や、発明に根ざしていることを強調している。 
すなわち、ひとたびイノベーションの種が創発されると多くの場合、20 年近い期間

は企業と無縁の学問の世界で基礎研究が進展し、コア技術が醸成される。もちろん企業
もその進捗は認知することができるのであるが、新産業の基盤になるという認識には至
らないことが多い。技術軌道が８合目あたりにまで達すると、新産業のコア技術の可能
性が認知され始め、9合目あたりから開発軌道が立ち上がる。ベンチャービジネスが台
頭し始め、以降は技術革新の本格的な展開が始まり、Nelson-Winterの世界となる。そこ
では企業間の激烈な競争が展開され、ミクロ進化が進展する。当初はあらゆる可能性が
試される多様な製品群が現れるが、次第に淘汰されて、ドミナントデザインに集約され
てゆく。この間、基本発明の独占的な体制から解き放たれて、一企業の占有可能性
Appropriability (Levin（1987）)、も十分満たされないままに、スピルオーバー（知識の
溢出）が本格的に進展して、関連する学界、業界を越えて、広域的に、何者にも縛られ
ない自由度が拡大しながら進展して、開発軌道から普及軌道へと成熟する。このように
して形成される技術革新のパラダイムは、一企業が､あるいは政府が、しいて言えば世
界が、それを促進しようと思っても､簡単にそれを動かすことができない巨大な絶対的
な流れとして構築される。イノベーションを促進しようなどということは、自分で山が
動かせるという独善に過ぎない。 
b. イノベーションの暗黙知と離散系の知識伝播 
 以上の検討から、イノベーションが人から人へと知識が伝播して発達するという考え方
を現実の認識として、受け入れることができる。人から人へと伝播するという現象は本来、
離散系であって、連続方程式は適用できない範疇に入る。しかし、大勢の人が、絶えず同
じ目標に向かって開発を進める系は電磁場のような場であって、近似的に数学的連続慣習
が適用できるから、ロジスティック方程式を用いて、解析が可能となる。その場では、す
べての情報が明示的に示されるわけではないから、Michael Polanyiが言う暗黙知の世界で
あり、新しい革新的な知識が彷彿と生まれて、技術革新のコア技術が構築される場ができ
る。人間の能力と技術には限界があるが、知識伝播の場では、個人の能力を超えて、徹底
的にその技術固有のポテンシャルが引き出される。その結果、コア技術は究極の成熟段階
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に達し、それ以上はもはや何も出ない時期を迎える。この点が、常識的にはまだ何か出る
のではないかとの期待が残るところであるが、現実には、もはや何も出てこないのであっ
て、研究の退け時を暗示するタイミングがあるということである。 
c. 不確実性とマルコフ過程       
 Nelson-Winter(1982)では、企業の知識、情報は限定的であり、その環境も限られている。
直面する課題は学習を通して流動的に進化し、軌道を形成してゆく。そうした企業の状態
は、過去の状態に依存する Markov 過程で進化する。すなわち、進化プロセスは不確実性
を有する確率論的な動的な系であるとの認識に立っている (Nelson-Winter 
(1982)pp.19,175)。この考え方には十分同感するものがあり、実体を的確に示していると思
われる。技術革新の過程では、多くの試行錯誤の中で、技術が発展するものと思われるの
で、それまでの知識、経験を足場にして、次なる発展を模索するプロセスである。それは、
さいころの試行のような Bernoulli trial ではなく、まさに過去の事実を出発点とすること
で Markov 過程であり、過去のどの時点の情報でも採用する可能性があるから、それは多
重Markov過程である。このような確率過程でありながら、イノベーションの進行に伴い、
それらの事象は決定論的な軌道に収斂して行くと考えるとロジスティック動学との接点が
現れる。つまり、一つ一つの過程は確率的にあらゆる可能性を模索しながら進捗するが、
最後に行き着く先は、その技術に固有なポテンシャルを有する明確な軌道であることにな
る。それは、一企業では到底カバーできないものであり、その企業が成功しなくても、い
ずれはどこかの企業がそのニッチを究めて、埋め合わせることで、最終的には軌道が完成
する。 
 
８. 帰納的思考と演繹的思考  
 
 経済学は長い歴史の中で、経済のプロセスを読み解き、演繹的に理論を組み立ててきた。 
Nelson-Winterも優れた企業進化論を軸にしたイノベーション論を演繹的に展開し、その発
展過程を記述した。しかし、その理想的な Darwinismは必ずしも現実の事象を全て説明で
きるとは限らないので、事実による裏づけが必要である。一方で、Schumpeterはイノベー
ションの経緯を膨大な事実関係を基礎に、「創造的破壊の嵐」に象徴されるイノベーション
の描像を帰納的に描き、生物の断続平衡論に相当する考え方を提示した。しかし、それを
さらに演繹的な記述で締めくくってこなかったために、長らく日の目を見ないことになっ
た。Darwinは生物進化論を構築し、遺伝子の変異と、その自然淘汰による進化の本質を明
示したが、その後の分子生物学を軸にした近代進化論が生物の進化についてのさらに詳細
な姿を解明してきた。生物進化は Darwinに示されたような漸進的継続進化論だけで進むわ
けではなく、Gould らによる断続平衡論で説明できるような分岐と平衡の繰り返しである
ことが認知されてきた。一つのイノベーションは srendipity によって創発され、発展し、
有限の期間に成熟し、経済のシステムに繰り込まれる。その過程は非線形現象として 3 つ
のロジスティック式で記述できる。その非線形特性から多くの情報が得られ、イノベーシ
ョンの実態が把握できる。経済学も最終的には事実の積み重ねで帰納的に検証された体系
でなければならないと思うのである。 
 Nelson-Winterによる演繹的解釈は、ロジスティック動学では開発軌道と普及軌道の進展
の場で効果的に適用されるものであり、その Markov 鎖的な試行錯誤の中で進行するが、
イノベーションの進行とともに、決定論的なロジスティック軌道に収斂することで、イノ
ベーションの詳細を記述できることを示した。すなわち、イノベーションシステムは、ロ
ジスティック動学を用いることにより、Schumpeter 的な断続平衡進化に Nelson-Winter
的な漸進的継続進化を含む包括的なシステムとして解釈することが可能となる。 
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東アジアの技術蓄積
：＜不均等な技術蓄積＞の統計的分析∗

徳丸　宜穂†

概 要
本稿は，韓国および台湾における技術蓄積の特質を，数量的に明らかにする。具体的には，「韓

国・台湾の技術蓄積は，プロダクト技術の先行的蓄積・プロセス技術の導入依存という，＜不均
等な技術蓄積＞として特徴づけられる」という仮説を，統計的に検証することを目的とする。両
国の技術蓄積を現段階でどのように評価するかという問題は，様々に議論されてきたものの，必
ずしも的確な把握がなされているとは言えない。本稿では，特許データおよび産業連関表のデー
タを利用することによって，両国の技術蓄積を数量的に分析する。その結果，第１に，プロダク
ト技術については，韓国・台湾の技術蓄積はその深さ・広さにおいて，先進諸国とそれほど相違
がない状況になってきていることが判明した。第２に，プロセス技術については，依然として輸
入依存の構造が続いており，特に輸出は，中間財の輸入をより強く惹起することが分かった。

1 課題設定
本稿は，1990年代の東アジア地域における技術蓄積を統計的に分析することを目的とする。本

稿が対象とするのは韓国および台湾であるが，これらの地域は 1990年代に入って，いわゆる成熟
産業のみならず，ICT（情報通信技術）産業などの先端産業においても強い輸出競争力を発揮して
いる。さらに，輸出競争力のみならず，半導体プロセス技術など，先端技術開発のスピードにおい
ても日本企業を上回るケースが出てきている。このような観察から，従来のようないわゆる雁行的
発展パターンは崩れ去ったのか否かという問題が提起されてきた。いわゆる雁行的発展論では，各
国の継起的な技術蓄積が前提されている。それゆえ，輸出競争力の向上は，第一義的には，いくつ
かのルートを通じた技術蓄積の成果であると理解される1。本稿では，雁行的発展論の現実的妥当

∗紙幅の都合上，図は省略してあります．図を含む最新版は，筆者までお問い合わせください．また，本稿は暫定版なの
で，引用はご遠慮ください．報告時にはデータおよび分析方法を一部変更する予定です．

†名古屋商科大学経営情報学部講師．〒 470-0193 愛知県日進市米野木町三ヶ峯 4-4．E-mail: norio-t@mbox.kyoto-
inet.or.jp

1だが，ある製品が本当に技術集約的な製品なのかどうか，技術集約的な製品の開発・製造能力を獲得することは後発国
にとって本当に難しいことなのかどうかといった問題は，本来実証的に検証されるべき問題であろう。例えば雁行的発展論
（例えば赤松 1965）では，一国の産業構造が労働集約的→資本集約的→技術集約的というように段階的にシフトしてゆく
と想定するが，各々の段階が背反するとは限らない。一例を挙げると，半導体回路設計は確かに技術集約的な工程である
が，同時に労働集約的な工程でもある。また，Ernst (2003) が指摘するように，半導体回路設計がアジアで行われるよう
になった理由の一つは，階層設計手法・設計言語の確立や設計ツール (EDA)の発達によって，設計作業が標準化され，ま
た少なからぬ設計技術がツールに体化されたことである。こうした事情はソフトウェア開発についても同様であろう。この
例から容易に分かるように，雁行的発展論の想定とは異なり，技術集約的な製品だからといって，後発国で開発・生産が困
難だとは必ずしも言えない。なお，半導体産業における 1990 年代の技術変化については，Tokumaru (2005, 2006) を参
照されたい。
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性2があるのか否かという大きな問題は扱わない3。その代わり，各国の技術蓄積パタンを明確にす
ることによって，現段階の東アジアにおける発展メカニズムを理解する一契機としたい。
韓国の経済発展を技術面から分析した先行研究では，同国における海外技術への依存傾向が根深
いことを強調している4。とりわけ，日本からの資本財輸入が典型例としてしばしば強調されてい
る（鄭 2004, 服部 2001）。例えば服部 (2001)は，韓国の発展過程を，資本財に体化されるべき基
盤技術の蓄積や労働者の技能蓄積を欠いた過程として特徴付け，「技術・技能節約的発展」と呼んだ
が，これは金 (1988)やAmsden (1989)によれば，NIEs世代5の後発工業化プロセスに共通の特徴
である。Amsden (1989)は，日本や韓国の工業化を「借用した技術の学習による工業化」と特徴
付け，「発明による工業化」（イギリス）および「イノベーションによる工業化」（ドイツおよびアメ
リカ）と区別し，工業化の世代によって技術蓄積の様式が違うことを浮き彫りにしている。
ところで，近年の ICT産業における韓国・台湾の輸出競争力を考慮すると，それら諸国の技術

蓄積過程を，依然として「技術・技能節約的発展」として特徴づけることが妥当なのかどうかとい
う疑問が浮上する。例えば，東アジアにおける半導体産業の展開を論じた Ernst (2003, 2004)や
Hobday (1994), Hobday et al. (2004)は，この地域の半導体産業を，単に生産効率に優れた「製
造基地」と目することはもはや適当ではなく，複雑な集積回路の設計や新規デバイスの開発といっ
た分野での製品開発能力が向上していることを指摘している。同様に吉岡 (2006)も，もはや韓国
半導体産業は「技術・技能節約的発展」を脱し，新たな段階に入っていると主張する。こうした，
「技術・技能節約的発展」からの脱却という傾向は，林 (1999)やMahmood and Singh (2003)に
よって，特許データの分析からも看取されている。しかし，そうだからといって，「技術・技能節
約的発展」という性質は本当に払拭されたといえるのかどうかという問題は残るだろう6。むしろ，
「技術・技能節約的発展」が単純に持続しているというわけでもなく，反対にそれから単純に脱却
したというわけでもないというのが，実態ではないかと考えられる。そこで本稿では，「韓国・台
湾の技術蓄積は，プロダクト技術の先行的蓄積・プロセス技術の導入依存という，＜不均等な技術
蓄積＞として特徴づけられる」という仮説を，統計的に実証することとしたい。

2 分析枠組と方法
本稿では，技術を「プロダクト技術」(product technology)，および「プロセス技術」(process

technology)として区別して捉える。ここでは，藤本 (1997)にならって，財・サービスの生産過程
2ただし，ここで強調すべきことは，たとえ統計的に雁行的発展パターンが確認されたとしても，その統計的パターン

を説明する仮説として「雁行的発展論」が妥当であるとは限らないということである。例えば平川 (1998a) によれば，東
アジア NIEsの発展は，国民経済の形成を前提条件とせずに，技術・資本・市場を海外に求めたという意味で，世界経済の
連関の中で実現した現象である。したがって，諸国民経済の自立的発展を前提とした雁行的発展論は，その重要な特質を見
逃していると論じる。また Hobday (1994) は，東アジア諸国が，先導する日本の技術を受動的に吸収・模倣するという考
え方では，東アジア諸国における技術形成の特殊性・固有性が捉えられないと論じた。とりわけ彼は，OEMなどを通じた
技術形成が，この地域の制度的イノベーションであったことを強調している。

3例えば，2001 年度版『通商白書』は，比較的労働集約的な製品のみならず，比較的技術集約的な製品に至るまで，中
国の国際競争力が向上していることをとらえて，「東アジアの発展形態が従来の雁行形態的発展から，新しい発展形態に変化
している」と論じている。しかし，こうした議論に対する批判も存在する。例えば関 (2002) は，輸出品の構成から見て，
日本は高付加価値製品に特化し，中国は低付加価値製品に特化しており，したがって雁行的発展が崩れたという議論は当た
らないと論じた。また吉富 (2003) は，各製品の「熟練集約度」を算出し，日本は中国に対して，より熟練が要求される製
品で優位性を持っていることを明らかにしている。

4ただし，こうした技術的依存関係をあまりに固定化して理解することは事実に反する。一例を挙げると，平川 (1998b)
が示したように，韓国半導体産業においては，OEM を含む先進国企業との国際的提携関係によって，技術追跡が可能に
なったのである。本稿でも，金 (1988)が技術追跡過程を論じるときに含意しているように，技術的依存関係とはいっても，
キャッチアップの可能性を内包したものであると考える。ただし同時に，キャッチアップは自動的に起きるわけではないし，
また，先行する諸国と必ずしも同じ経路をたどって生じるとは限らないと考える。

5金 (1988) は，NIEs の工業化を「第４世代工業化」と呼ぶ。
6事実，韓国政府は部品・素材の対外依存に由来する巨額の貿易赤字を問題視しており，2005 年 12 月に部品・素材産

業育成政策「2015 部品・素材発展戦略」を打ち出している（『日本経済新聞』2006 年 2 月 6 日朝刊）。
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を，創造された製品コンセプトを製品設計情報に翻訳し，それを素材の上に「転写」する過程であ
ると理解する。この枠組を踏まえ，生み出された製品設計情報を「プロダクト技術」，それを素材
に転写する能力を「プロセス技術」と定義する。東アジア工業化を扱った多くの先行研究では，技
術蓄積分析の焦点は主に後者の方に当てられてきたが，前者の技術を軽視することは視角の偏りを
意味するので，適切ではないだろう。
以下，プロダクト技術については，特許データを用いて，技術蓄積の「深さ」および「広さ」を
分析したい。必ずしも全ての新技術について特許化されるわけではないなど，特許データには技術
革新の指標としていくつかの限界があるものの (例えば，Patel and Pavitt (1995)を参照)，特許
情報は定義上，素材に転写される以前の技術情報であるから，プロダクト技術を数量的に把握す
る上で一つの重要な手段だと考えられる。具体的には，各国（OECD諸国および台湾，香港，シ
ンガポール，インド，中国，インドネシア，マレーシア，タイ）が米国で7取得した特許について，
NBERデータベース (The NBER U.S. Patent Citations Data File: 詳細は Hall et al. (2001)参
照)により収集し分析を行う。このデータベースは，1963年から 1999年にわたって，個々の米国
特許のプロファイルを収集したものである。
また，ある国のプロセス技術蓄積は，ある財を生産するのに中間財および資本財をどの程度輸入
に依存しているかを計測すれば判断できると考えられる。なぜなら，中間財を輸入に依存するとい
うことは，当該中間財を生産するプロセス技術が蓄積されていないことを意味し，資本財を輸入に
依存するということは，資本財に体化されるプロセス技術の蓄積がなされていないことを意味する
からである。後述のように，当該国の技術蓄積を包括的に反映した計測を工夫する必要がある。し
たがって中間財については，輸入比率の単純計算ではなく，産業連関表の投入産出構造から知りう
る当該国の「技術構造」をベースに計測を行うが，資本財については，こうした計測の工夫は困難
なため，本稿では分析を行わない。

3 プロダクト技術の蓄積
計測方法の詳細については付録に譲るが，本節では米国特許データを用いることによって，第１
に，各国のプロダクト技術蓄積について，その「深さ」および「偏り」という角度から検証する。
第２に，こうしたプロダクト技術蓄積が，各国の輸出成果とどのように関係しているのかを検証
する。

3.1 プロダクト技術蓄積の「深さ」
まず，各国が米国特許に占めるシェア8によって，技術蓄積の深さを検討する。技術分野ごとに
各国のシェアを計測した結果が図１から図５である9。いずれの技術分野においても，韓国・台湾
のシェアは拡大しており，技術蓄積が確実に進展していることが分かる。興味深いことは，先進諸
国との関係は，分野ごとに差があるということである。すなわち，「事務・通信機器」では先進諸
国を逆転しており，「自動車」「機械」では先進諸国と同等のシェアを確保するに至っているものの，
「鉄鋼」「化学」分野では依然として先進諸国との格差が持続している。つまり，いわゆる成熟技術

7各国とも，最も巨大な輸出市場である米国には積極的に特許を出願する傾向があるため，技術蓄積について国際比較
を行う場合，米国の特許をベースにすることは適当だと考えられる。

8シェアが特に高い米国および日本は，図から除外している。
9本稿で以下用いられる各国の略号は次の通り。FR：フランス，DE：ドイツ，JP：日本，GB：イギリス，KR：韓国，

TW：台湾，HK：香港，CN：中国，IN：インド。
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分野では両国のプロダクト技術蓄積は浅いものの，先端技術分野ほどプロダクト技術蓄積が深くな
されていると言える。

図 1：特許シェア（鉄鋼）
＊＊＊図１をここに挿入＊＊＊

図 2：特許シェア（化学）
＊＊＊図２をここに挿入＊＊＊

図 3：特許シェア（事務・通信機器）
＊＊＊図３をここに挿入＊＊＊

図 4：特許シェア（自動車）
＊＊＊図４をここに挿入＊＊＊

図 5：特許シェア（機械）
＊＊＊図５をここに挿入＊＊＊

しかし，両国の特許シェアが高かったとしても，質が低い特許ばかりを保有しているとすれば，技
術蓄積が深いと評価することは難しいだろう。そこで次に，保有する特許の質から，技術蓄積の深
さを計測する。米国の特許では，関連する先行特許を引用しなくてはならないが，ある特許の被引
用数は，当該特許の重要度を表現するとされてきた（例えば，Jaffe et al. (2002)を参照）。そこで
ここでも，各国の技術蓄積の質を，各国が取得した特許の平均被引用数によって計測する。韓国・
台湾の技術蓄積が，先進諸国と同等以上であることが上で判明した３つの分野について，平均被引
用数を計測したのが図６から図８である。ここから分かるように，各分野において先進諸国と顕著
な差は見いだせない。したがって，両国の技術蓄積の質が低いということはできない。

図 6：被引用度（事務・通信機器）
＊＊＊図６をここに挿入＊＊＊

図 7：被引用度（自動車）
＊＊＊図７をここに挿入＊＊＊

図 8：被引用度（機械）
＊＊＊図８をここに挿入＊＊＊

以上の検討から，成熟技術分野を除いては，韓国・台湾のプロダクト技術蓄積の深さは先進諸国と
同等以上の水準に達していること，さらに，「事務・通信機器」においては，先進諸国の技術蓄積の
深さを凌駕しているということが判明した。

3.2 プロダクト技術蓄積の「偏り」
次に，各国のプロダクト技術蓄積が特定技術にどの程度傾斜しているのか，言い換えれば，各国
の技術蓄積の「偏り」について検討する。まず，鉄鋼，化学，事務・通信機器，自動車，機械，繊維
の６分野について，各国がどの分野で相対的に技術蓄積を盛んに行っているのかを，RTA(Revealed
Technological Advantage)によって計測する（計算方法は付録参照）。RTA > 1の技術分野が，相
対的に技術蓄積が盛んな技術分野であり，逆は逆である。
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各国の技術蓄積分野の偏りを検証するために，各国・各技術の RTAの標準偏差を計算した結果
が図９である。この値が大きいほど，技術蓄積分野の偏りが大きいことを意味する。これによれ
ば，当初は韓国・台湾の技術蓄積の偏りは，他国に比して大きかったが，次第にその偏りは解消さ
れてきていることが分かる。

図 9：技術蓄積の偏り
＊＊＊図９をここに挿入＊＊＊

次に，両国の技術蓄積の偏りの分野的特徴を明らかにするために，各国・各技術のRTAに関して
主成分分析を行った。主成分分析によって，各国のばらつきを少数の指標によって縮約して表現す
ることが出来る。その結果が図１０である。主成分負荷量から，第１主成分は「IT・機械」軸，第
２主成分は「成熟製造業」軸と解釈できる。

図 10：各国の技術蓄積の分布
＊＊＊図１０をここに挿入＊＊＊

その結果，第１に，韓国は ICT・機械系技術に傾斜しており，米国・日本・シンガポールと同じ象
限に属することが分かる。韓国の偏りは，成熟製造業技術への偏りを持つドイツ・フランスとい
う大陸欧州諸国と対照的である。第２に，台湾も ICT・機械系技術への傾斜を持っているものの，
前半期においては第２主成分の値も大きい。これは，繊維技術のRTAが大きいことに由来してい
る。しかし第３に，両国とも，IT・機械系技術に傾斜した米国・日本の近辺に収斂しつつ，極端
な ICT・機械系技術への傾斜が低減してきている。したがって，主成分分析により，技術蓄積が
ICT・機械系技術分野に傾斜しているという傾向は不変であるものの，その偏りは小さくなってき
ているという事実が判明した。

3.3 プロダクト技術蓄積と輸出成果との関係
以上のように，韓国および台湾におけるプロダクト技術蓄積は着実に進展しているものと言える
が，それが輸出競争力に確実に結びついているかどうかは自明ではない。したがって最後に，プロ
ダクト技術蓄積が輸出成果とどのように関係しているのかを分析する。先行研究は，技術蓄積と輸
出成果の間に正の相関を見いだしてきた (Amable and Verspagen (1995), Amendola et al. (1998),
Dosi et al. (1990), Soete (1987), Verspagen and Wakelin (1997))。先行研究の成果を踏まえて，
ここでも「より高い特許シェアはより高い輸出シェアを生み出す」という仮説を念頭に置く。そし
て，横軸を特許シェア，縦軸を輸出シェアとした諸国の散布図を，各技術（鉄鋼，化学，事務・通
信機器，自動車，機械）について，1990-94年および 1995-99年の２期間について作成し10，回帰
直線を当てはめた上で次のような分類を行った（計測の詳細は付録参照）。

A 特許シェアは小さく，技術シェアもそれに「見合う」以上に小さい国

B 特許シェアは大きいが，それに「見合った」輸出シェアを生み出していない国

C 特許シェアは小さいが，輸出シェアはそれに「見合う」以上に大きい国

D 特許シェアは大きく，輸出シェアもそれに「見合う」以上に大きい国

すなわち，Cおよび Dが，技術蓄積が十分な輸出競争力を生み出し得ているパタンだと解釈でき
る。この分類を行うと，次のような特徴が析出される。

10ただし，特許シェアが極端に大きい米国はサンプルから除いている。
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• ほぼ全ての技術・時期について，日本は B，ドイツは Dである

• ほぼ全ての技術・時期について，イギリスおよびフランスは Cである

• それ以外の国はほぼ全て Aである

• 韓国，台湾およびシンガポールは，事務・通信機器については両時期とも Cである

• 韓国は，鉄鋼に関しては両時期とも Cであるが，韓国・台湾共にそれ以外は全て Aである

したがって，韓国・台湾共に，事務・通信機器に関しては，輸出競争力を十分に生み出しうる水準
の技術蓄積がなされていると解釈できる。しかし，それ以外の製造業についていえば，技術蓄積が
十分な輸出競争力を生み出しうる水準に至っているとは必ずしも言えないだろう。

4 プロセス技術の蓄積
次に，韓国，台湾，日本のプロセス技術蓄積について検討する。本稿では，各財を産出する上で
直接・間接に必要な中間財の構成を「技術構造」と定義する11。中間財の輸入依存度については，
ここでは「技術構造」の視角から分析する。なぜならば第１に，瀬地山 (1989)が論じているよう
に，技術構造を明らかにするというこの方法は，いわば「中間的」な抽象度のレベルで各国の技術
を表現することによって，個別技術を見通しうると同時に各国の総体的な技術内容を俯瞰できるの
で，プロセス技術を包括的に把握することが可能だからである。また第２に，多くの先行研究は通
常，輸出・輸入パタンから各国の技術段階を推測しているものの，そうしたパタンは年々の変動を
免れ得ず，必ずしも安定的な技術的連関を表現するとは限らない。したがって，安定的な技術的関
係を表現する産業連関表を用い，技術構造の角度から分析するのがより適当と考えられるからで
ある。
詳細な計測方法については付録に譲るが，以下では，ある財を産出するのに直接・間接に必要な
中間財ベクトルを「必要投入ベクトル」と呼び，また直接・間接に輸入が必要な中間財ベクトルを
「必要輸入ベクトル」と呼ぶことにする。両者の各要素は価格タームで表現されているので，両ベ
クトルの要素を集計することが可能である。こうして集計された値をそれぞれ「必要投入量」「必
要輸入量」と定義する。例えば財 iについて，必要投入ベクトルの第 j要素と，必要輸入ベクトル
の第 j要素の比率は，財 iを産出するために必要な財 jを，究極的にどの程度輸入に依存しなくて
はならないかを表す。この比率を，財 iの財 jに関する「必要輸入比率」と定義する。同様に，財 i
の必要投入量と必要投入量の比率は，財 i全体の必要輸入比率ということになり，財 iの生産にお
ける中間財の輸入依存度を表現した値に他ならない。

4.1 部門別必要輸入比率
まず，各財の必要輸入比率を計測する。日本については接続産業連関表を用いているため，時期
ごとの比較は可能であるが，それ以外は，部門分割の方法が各国・各年によって異なっているため，
厳密な比較は不可能である。しかし，どのような部門の必要輸入比率が相対的に高いのかを把握す
ることは可能である。そこで，各国で必要輸入比率が高い 10部門の推移を挙げたのが，以下の表
1，表 2および表 3である。韓国については，1995年と 2000年の部門分割方法は同じなので，比

11これはちょうど，パシネッティ(Pasinetti 1973) による「垂直的統合」(vertical integration) の概念を適用したもの
に他ならない。
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表 1: 必要輸入比率：韓国
1980 1985 1990 1995 2000

石油製品 0.37 石油製品 0.60 石油化学製
品

0.53 非鉄金属 0.48 石炭製品 0.29

石炭製品 0.26 工業化学製
品

0.48 非鉄金属 0.46 有機化学製
品

0.42 非鉄金属 0.28

木製品 0.24 化学肥料 0.42 石油精製製
品

0.46 合成樹脂・
ゴム

0.38 電子部品 0.28

計測・光学
機器

0.23 化繊 0.42 合成ゴム 0.46 化繊 0.38 計算機・事
務機器

0.28

非鉄金属製
品

0.22 非鉄金属製
品

0.42 化繊 0.45 計算機・事
務機器

0.37 石油精製製
品

0.26

電子通信機
器

0.21 合成樹脂製
品

0.40 計算機・事
務機器

0.39 石油精製製
品

0.35 ラジオ・テ
レビ・通信
機器

0.24

輸送機器 0.19 石炭製品 0.39 プラスチッ
ク製品

0.37 石炭製品 0.34 その他輸送
機器

0.21

化繊 0.18 電子通信機
器

0.39 石炭製品 0.37 電子部品 0.34 精密機器 0.20

電気機器 0.18 その他化学
製品

0.37 その他化学
製品

0.37 ラジオ・テ
レビ・通信
機器

0.33 合成樹脂・
ゴム

0.20

化学肥料 0.18 電気機器 0.35 電子部品 0.36 電子機器 0.32 木製品 0.20

（出所）産業連関表より筆者計算
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較可能である。ここで注目される点は，第１に，IT産業に属する部門の必要輸入比率が，他の部
門に比して相対的に上位に集中するようになってきているということである。しかしながら第２
に，比較可能な 1995年と 2000年に限ってみれば，IT産業に属する部門（電子部品，計算機・事
務機器，ラジオ・テレビ・通信機器，電子機器）の必要輸入比率の絶対値はいずれも著しく低下し
ていることが判明する。

表 2: 必要輸入比率：台湾
1981 1986 1991 1996 2001

石炭製品 0.38 石炭製品 0.40 石油精製製
品

0.35 石油精製製
品

0.38 計算機 0.30

石油精製製
品

0.35 石油精製製
品

0.34 プラスチッ
ク

0.33 プラスチッ
ク

0.31 計算機周辺
機器

0.30

製材 0.34 製材 0.33 情報処理機
器

0.32 石油化学 0.30 計算機部品 0.29

その他金属 0.28 その他金属 0.28 石油化学 0.31 アルミニウ
ム

0.29 アルミニウ
ム

0.27

電気機器 0.24 プラスチッ
ク

0.26 その他金属 0.30 その他化学 0.28 半導体 0.27

アルミニウ
ム製品

0.24 電子製品 0.25 アルミニウ
ム

0.29 計算機周辺
機器

0.28 通信機器 0.27

電子製品 0.24 アルミニウ
ム

0.25 その他化学 0.29 合成繊維 0.28 その他化学 0.26

その他化学 0.23 ベニヤ合板 0.25 通信機器 0.27 製材 0.27 光電子部品 0.25
その他輸送
機器

0.22 石油化学 0.25 電子部品 0.26 その他金属 0.27 プラスチッ
ク

0.25

ベニヤ合板 0.22 その他化学 0.24 ビデオ・無
線機器

0.26 半導体 0.25 石油精製製
品

0.25

（出所）産業連関表より筆者計算

台湾の場合，各年の部門分割方法が異なっているので，厳密な異時点間比較は不可能12である。
しかし明らかなことは，韓国の場合と同様に，2001年とそれ以前を比較すると，IT産業に属する
部門（計算機，計算機周辺機器，計算機部品，半導体，通信機器，光電子部品）が，必要輸入比率
比率の上位に集中するようになってきているということである。
日本に関しては，各年の厳密な比較が可能である。原材料輸入に依存する部門の必要輸入比率が
高いのは各年で共通の傾向であるが，注目されるのは，IT部門に属する「電子計算機・同付属装
置」の必要輸入比率が緩やかに上昇してきていることである。

12ただし，1996 年は 160 部門，2001 年は 162 部門であり，IT 産業に該当する No. 96-105 については両時点で同一
の部門分割なので，IT 産業に関する限りルースな比較は可能と考えてよいだろう。

8



表 3: 必要輸入比率：日本
1990 1995 2000

非鉄金属加工製品 0.20 非鉄金属加工製品 0.20 非鉄金属加工製品 0.20
非鉄金属製錬・精製 0.14 非鉄金属製錬・精製 0.13 非鉄金属製錬・精製 0.13
製材・木製品 0.14 製材・木製品 0.12 製材・木製品 0.12
石炭製品 0.12 石炭製品 0.11 なめし革・毛皮・同製品 0.11
石油製品 0.10 石油製品 0.10 電子計算機・同付属装置 0.10
有機化学基礎製品 0.09 なめし革・毛皮・同製品 0.10 石炭製品 0.09
なめし革・毛皮・同製品 0.09 電子計算機・同付属装置 0.08 精密機械 0.09
合成樹脂 0.07 精密機械 0.07 石油製品 0.09
その他輸送機械・同修理 0.07 衣服その他 0.07 衣服その他 0.08
化学繊維 0.07 合成樹脂 0.07 その他輸送機械・同修理 0.08

（出所）産業連関表より筆者計算

4.2 輸出財および国内財の必要輸入比率
以上の分析は，近年の東アジア諸国で技術構造変化が進行しているということを示唆している。
しかし集計水準が低いため，部門分割基準が異なる各国・各時点間の比較が困難であり，なおかつ，
変化の方向性を有意味に了解することが出来ないという問題がある。そこで以下では，高い集計水
準での分析を行う。ここで焦点としたいのは，輸出財・国内財という部門集計である（分割方法は
付録参照）。なぜなら，東アジア諸国が輸出主導型成長という特質を共有してきた以上（宇仁・宋・
梁 2004），輸出財と国内財の技術構造の相違を分析することは重要な課題だからである。
そこで，各国における輸出財および国内財生産にとっての，中間財の必要輸入比率を計測したの
が，以下の表 4であり，各国間および異時点間の比較が可能である。

表 4: 輸出財・国内財の必要輸入比率

韓国 台湾 日本
輸出財 国内財 輸出財 国内財 輸出財 国内財

1980 0.145 0.148 0.168 0.170 — —
1985 0.305 0.280 0.170 0.165 — —
1990 0.273 0.230 0.202 0.171 0.049 0.047
1995 0.273 0.213 0.197 0.162 0.051 0.045
2000 0.190 0.134 0.210 0.158 0.061 0.047

（出所）産業連関表より筆者計算
（注）表中の台湾の数値は，それぞれ 1981, 1986, 1991, 1996, 2001年のもの

韓国の場合，注目に値する第１の点は，全期間を通じて，輸出財の必要輸入比率が国内財のそれ
に比して顕著に高いということである。すなわち韓国では，輸出財の方が国内財よりも，より多く
の中間財輸入を必要としているという偏りを持った構図が，持続してきたことを意味している。い
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いかえれば，国内財よりも輸出財の方が外国技術に依存しているということである。にもかかわら
ず第２に注目すべきことは，この構図は 1995年から 2000年にかけて明確に弱まっているという
ことである。すなわち，輸出財の必要輸入比率は 0.273から 0.190に低下し，輸出財と国内財との
間の偏りは縮小しているのである。
台湾に関して注目しうる点は，第１に，韓国の場合と同様に，輸出財の必要輸入比率の方が国内
財のそれよりも顕著に高いということである。つまり台湾においても，輸出財の方が，中間財の輸
入必要度が大きい状態が持続しているということを意味する。しかも第２に注意を要するのは，韓
国の場合とは反対に，1996年から 2001年にかけて，輸出財の必要輸入比率は 0.197から 0.210に
上昇しているということである。いいかえれば，輸出財にとっての中間財輸入必要度は上昇してい
るのである。
最後に日本についてであるが，第１に，韓国および台湾に見られたような，輸出財と国内財の間
の偏りは見られないということが注目される。つまり，外国技術への依存度は，輸出財と国内財と
の間でほぼ同じである。しかも第２に，韓国および台湾に比して必要輸入比率はおしなべて低い。
しかし第３に，一層注目に値することは，1990年から 2000年の間に，輸出財の場合，必要輸入比
率が上昇したということである。

5 結論
以上の分析から，次のような結論が得られる。第１に，プロダクト技術については，韓国・台湾
の技術蓄積はその深さ・広さにおいて，先進諸国とそれほど相違がない状況になってきていること
が判明した。特に，IT産業では，輸出競争力を十分に生み出す技術蓄積がなされていると考えら
れる。しかし第２に，プロセス技術については，依然として輸入依存の構造が続いており，特に輸
出は，中間財の輸入をより強く惹起することが分かった。この傾向は，IT産業で顕著であること
も判明した。したがって結局，両国の技術蓄積は，単に「技術・技能節約型」というよりもむしろ，
「プロダクト技術蓄積先行，プロセス技術導入依存」という，＜不均等な技術蓄積＞構造として理
解する必要があるだろう。
このような結論は，IT部門を中心として，韓国および台湾の技術発展が新しい段階に入ったの
ではないかという含意を持つだろう。とりわけ，プロセス技術の対外依存という特質には変わりな
いものの，プロダクト技術蓄積が先行して進行し，それが十分な輸出競争力を生み出しているとい
う，IT産業について本稿が摘出したパタンは，従来とは異なる技術発展パタンであるように思わ
れる。
本稿に残された課題は多いが，２点だけ指摘しておきたい。第１に，プロセス技術に関する把
握が，本稿では必ずしも十分ではないということである。本稿では産業連関表を用いた計測を行っ
たため，中間財に関する把握にとどまっており，プロセス技術が体化した資本財に関しては分析を
行っていない。また，本稿では競争輸入型の産業連関表を用いたが，より正確な数値を得るために
は，非競争輸入型の産業連関表を用いることが望ましいだろう。適切なデータによる分析は，今後
の課題である。第２に，韓国および台湾企業が，どのようにしてプロダクト技術を形成できたの
か，また，プロセス技術を欠いた状態でなぜ先端製品の開発が可能なのかという問題について，事
例研究によって明らかにする必要があろう。先端製品開発にとっては，もはやプロセス技術は枢要
ではないのかも知れない。また，このパタンは，IT産業に特殊なパタンなのかも知れない13。い

13このように推測しうる根拠はいくつかある。第１に，IT 産業は技術者の移動を介した技術移転が盛んな分野として知
られているからである。例えば事実，韓国および台湾は，海外とりわけ米国滞在経験を持った帰国技術者が多いことが知ら
れている。第２に，既述のように ICT 産業では，製造装置や設計ツールのような資本財に，技術が急速に体化されつつあ
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ずれにせよ，韓国および台湾企業が急速に輸出競争力を身につけてきた「能力」の内実について，
詳細に明らかにするという課題が残されている。

付録

A 第3節の計算方法について
A.1 RTAの計算

Patel and Pavitt (1995)にならい，顕示的技術優位 (Revealed Technological Advantage: RTA)
指数を，次のように算出した。

RTAij =
Xij

Xj
�
Xi

X
� (1)

ただし，X: 特許総数，Xi: i国の特許総数，Xj : 技術分野 j の特許総数，Xij : i国による技術分
野 j の特許総数とする。

A.2 輸出データと特許データの関連づけについて
使用した輸出データは，WTO International Trade Statistics Databaseによる。また，輸出デー

タは商品別分類 (SITC Ver. 3)であるため，NBERデータベースが提供する特許データの技術分
類と対応させる必要がある。このため本稿では，NBERデータベースが提供する，ISICとの対応
表と，UN COMTRADE データベースが提供する SITC-ISIC対応表を用いて，輸出データと特許
データの対応付けを行った。

B 第4節の計算方法について
本稿で用いた産業連関表は次の通りである。

• 日本：総務省『平成 2-7-12年接続産業連関表』（中分類）

• 韓国：Input Output Tables (Bank of Korea)各年版（中分類）

• 台湾：Input-Output Tables of Taiwan Area,R.O.C. (Statistics Bureau)各年版（中分類）

るからである。以上のような事情は，プロダクト技術の蓄積およびプロセス技術の導入を容易にするだろう。いずれにせ
よ，この問題については実証研究が必要である。
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B.1 必要輸入比率の計算
必要輸入比率は，次のように計算を行った。
I: 単位行列，A: 投入係数行列，M̂ : 輸入係数とする。
まず，必要輸入比率の分母に該当する，生産１単位に直接・間接に必要な各財の投入量（＝必要
投入ベクトル）を，競争輸入型逆行列を用い，次のように計算した。計算結果は行列だが，その第
i列が，財 iの生産への必要投入ベクトルである。

(I − M̂)A + (I − M̂)2A2 + · · · = [I − (I − M̂)A]−1(I − M̂)A (2)

ただし M̂ は，財 iの国内需要に対する輸入比率 mi を対角成分とする，次のような対角行列で
ある。

M̂ =





m1 0 � � � 0
0 m2 � � � 0
...

...
. . .

...
0 0 � � � mn





分子に該当する，生産１単位に直接・間接に必要な各財の輸入量（＝必要輸入ベクトル）は，簡単
に次のように求められる。計算結果は行列だが，その第 i列が，財 iの生産への必要輸入ベクトル
である。

M̂ [I − (I − M̂)A]−1(I − M̂)A (3)

両者の第 i列を単純集計したものが，それぞれ，財 iの必要投入量，必要輸入量である。

B.2 財の分類方法
中間需要および最終需要項目での用途の大きさに応じて，各財を資本財・中間財・消費財に３分
類した。また，宇仁・宋・梁 (2003)の方法にならい，輸出および国内需要（＝中間需要+最終需
要-輸出）に占める各財の比率からなるベクトルを考え，各々の「合成商品」をそれぞれ輸出財，国
内財とした。
したがって，輸出財および国内財の必要輸入比率は，それぞれ次のように計算される。

n∑

i=1

gici�
n∑

i=1

hici (4)

n∑

i=1

gidi�
n∑

i=1

hidi (5)

ただし，gi：財 iの必要輸入量，hi：財 iの必要投入量，ci：輸出に占める財 iの比率，di：国内需
要に占める財 iの比率である。
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Purified Solow Residual に基づいた
研究開発投資の収益率の計測
東京工業大学大学院　佐々木陽介§

東京工業大学大学院　松前龍宜†

概 要
本稿は，日本の製造業を対象に，TFP成長率 (Solow Residual) を（1）規模の経済効果（2）

再配分効果（3）稼働率（4）技術進歩率（Purified Solow Residual）に要因分解し，真の技術進
歩率とそれに対する研究開発投資の収益率を計測することで，技術進歩率と研究開発の生産性が
Lost Decade にもたらした影響を捉えることを目的とする研究である．加えて，推計された技術
進歩率を，自らの研究開発努力によってもたらされた内部的技術進歩率とそれ以外の要因で変化
した外部的技術進歩率に分解し，外部的技術進歩の説明要因として，製造業の産業間における知
識の外部性に着目し，産業間の知識のスピルオーバー効果を検証した．
本研究で得られた結果は次の 5点である：第 1に，90年代の生産要素の稼働率の大幅な低

下が計測され，既存研究と同様，これが Lost Decade の主たる原因となっていること，第 2に，
日本製造業全体では 90 年代に技術進歩率が低下していたこと，第 3 に，90 年代の技術進歩率
の低下は企業の研究開発の経済成長への貢献が低下したことが原因ではないこと，第 4 に，自
らの研究開発努力に依拠しない外部的技術進歩率が 90 年代後半に大きく落ちこんでおり Lost
Decade の一因となっていること，第 5に，産業間の知識のスピルオーバーによる外部効果は，
非耐久財部門で検出されたけれども，既存研究で報告されているほどには大きいものではないこ
とが明らかになった．

JEL classification: O30, O47
Keywords: Purified Solow Residual, 研究開発投資の収益率，知識のスピルオーバー効果

1 序論
日本が経験した 90年代の Lost Decade が，技術進歩率の低迷（供給能力の低下）が主要因なの

か，生産要素の稼働率の低迷（総需要の低下）が主要因なのかは，現在のマクロ経済学における
hot issue のひとつといえる．

Hayashi and Prescott (2002) では，シンプルな RBC (Real Business Cycle) モデルに基づくシ
ミュレーションによって，Lost Decade の主要因を TFP成長率（Solow Residual）の下落で説明
できると結論づけている．そこでは，仮に 90年代後半の Solow Residual の低下を消費者が合理
的に予想していると想定した場合，2000年以降の低迷も正確に予測できることがシミュレーショ
ンによって示された．日本を対象として Solow Residual を計測したその他の多くの既存研究にお

§東京工業大学大学院情報理工学研究科情報環境学専攻博士前期課程，〒 152-0033，東京都目黒区大岡山 2-12-1, phone:
03-5734-2651, fax: 03-5734-2651, E-mail: y-sasaki@soc.titech.ac.jp

†東京工業大学大学院社会理工学研究科社会工学専攻博士後期課程，〒 152-0033，東京都目黒区大岡山 2-12-1, phone:
03-5734-2651, fax: 03-5734-2651, E-mail: m-tatsu@soc.titech.ac.jp
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いても 90年代に Solow Residual が落ち込んでおり，まさに 90年代の Lost Decade を説明する主
要因となっている1．ではなぜ日本の 90年代において Solow Residual が低下したのだろうか？

Solow Residual の低下のひとつの説明として考えられているのは，技術進歩率の低下である．と
りわけ RBCモデルの重要なインプリケーションとは，景気循環が技術進歩率と procycrical に変
動することである．したがって技術進歩率が通常の Solow Residual と procyclical に変動すると
捉える場合，RBCモデルのインプリケーションにしたがえば，90年代の Lost Decade では技術進
歩率が低下していなくてはならない．では，90年代の Lost Decade において日本の各産業の技術
進歩率は低下していたのであろうか？
技術進歩率の計測方法は，Solow (1957) が技術進歩率を Solow Residual として計測したのを嚆

矢として，これまで様々な改良がなされてきた．Solow Residual が技術進歩率となるための前提
条件は，（1）生産者の利潤最大化（費用最小化）（2）生産技術の規模に関する収穫一定（3）完全
競争の 3つの仮定が同時に成立することが要請されるが，この 3つの仮定を緩和した技術進歩率の
計測法がこれまで考案されてきている．
まず，Hall (1988) は完全競争の仮定を緩和し，価格競争力をもつ産業の price-cost margin を計

測し，不完全競争がもたらす製品価格への歪みを除去することで，不完全競争下における各産業の
技術進歩率の計測方法を開発した．Hall (1988) が正しく指摘したように，Solow Residual が技術
進歩率として解釈されるのは，生産物市場での完全競争（生産物価格＝限界費用）が成立する場合
にのみ妥当である．また，Basu and Fernald (1997) は，不完全競争の原因である規模の経済の効
果を除去するため，Hall (1988) で仮定された規模に関する収穫一定の仮定を緩和して技術進歩率
を計測している．
一方，Solow Residual を低下させるもうひとつの要因として考えられているのは需要の低迷で

ある．Basu (1996) はこの観点に立ち，生産要素の稼働率は技術進歩率と相関は無く，専ら総需要
と procyclical な変数であり，この効果が含まれた Solow Residual を技術進歩率として計測して
いるために，あたかも技術進歩率と景気循環が procyclical に動いているように見えると指摘した．
そこで，中間財の稼働率がほぼ 100％であるという事実を利用して，生産要素の稼働率（総需要
の fluctuation）の影響を除去した技術進歩率を計測した．その結果，従来の計測された技術進歩
率に比べて低い計測値を得て，稼働率の変動の影響を除いた技術進歩率と景気循環との相関は低い
との結果を得た．
さらに Basu and Kimball (1997) は Basu (1996) を一般化し，Solow Residual の計測に課され

る (1) 利潤最大化（費用最小化），(2) 規模に関して収穫一定，(3) 完全競争のうち，(2) および (3)
の仮定を同時に緩めて技術進歩率を計測した．この際，稼働率の影響を除くために所定外労働時間
を稼働率の proxy とし，所定外労働時間に支払われるプレミアム分も考慮に入れて企業が費用最
小化する場合，労働と資本に要する限界費用を均等化すべく要素投入（稼働率を含む）を調整する
はずであるとして，企業の費用最小化の一階条件を導出した．このような企業による最適化行動を
基礎に，アメリカの各産業の経済成長率を分解し，真の技術進歩率（Purified Solow Residual）を
推計した結果，技術進歩率と景気循環の相関は小さく，景気低迷は稼働率の低下に起因するとの結
果を得た．また Kawamoto (2005) は，Basu and Kimball (1997) による技術進歩率の推計方法を
日本のデータ（内閣府経済社会総合研究所の JIPデータ）に適用し，同様の仮説の検証を行った．
その結果，Lost Decade においても技術進歩率はそれ以前の年代と同程度の成長率を達成してお
り，Lost Decade の主要因は専ら生産要素の稼働率の低下によるものであるとの結論を得ている．

1乾，権（2004）では，日本における TFP成長率を計測した代表的な既存研究が簡潔にまとめており，比較検討してい
る．それによれば，計測法や利用データによって数値にばらつきがあるものの，いずれの研究においても 90年代に Solow
Residual が低下していることが指摘されている．
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では，不況期においても技術進歩をもたらした要因は何だったのであろうか？
内生的成長理論では，企業が生産部門以外の研究開発部門へ生産資源を配分し，意図的に研究開

発投資を行うことで，その企業の技術進歩率が上昇すると仮定されている．しかるに，Basu and
Kimball (1997) および Kawamoto (2005) では，企業の費用最小化問題でコントロールする投入要
素として，企業の意図的な研究開発投資が考慮されていない．内生的成長理論が説明するように，
仮に研究開発投資が技術進歩率に寄与しており，企業が技術進歩を意図して研究開発部門に資源
を配分している場合，Basu and Kimball (1997) および Kawamoto (2005) の計測した技術進歩率
（Purified Solow Residual）にはバイアスが存在する可能性がある．
このような技術進歩率に対する研究開発投資の効果（研究開発の収益率）は過去の実証研究でも

支持されており，Goto and Suzuki (1989) および中村（2003）では，日本の製造業に対して研究
開発投資の高い収益率を報告している．しかしながらそれらの研究では，技術進歩率の proxy と
して Solow Residual を利用しており，生産要素の稼働率の影響を除外した真の技術進歩率の下で
の研究開発の収益率ではない．需要の変動（稼働率の変動）と研究開発投資になんらかの相関があ
れば，研究開発の収益率の推計値にはバイアスが存在することになる．
また，ある産業の研究開発投資によって蓄積される知識ストックは，公共財に類似した性質を有

しており，同様な技術を利用している他産業にも知識がスピルオーバーする結果，各産業には副次
的な技術進歩率の上昇がもたらされる．すなわち，研究開発には正の外部性が存在することが指摘
されている．この点を考慮して Goto and Suzuki (1989)，中村（2003）では，自産業の知識ストッ
クに加えて，技術的類似性でウエイトづけられた他産業の知識ストックを説明変数として Solow
Residual に回帰した．その結果，産業間の研究開発のスピルオーバー効果が検出され，そのよう
な外部効果を除去した自産業の研究開発投資に基づく（私的な）収益率が計測されている．しかし
ながら Solow Residual には生産要素の稼働率の変動が含まれているため，全産業の需要が停滞し
ていた場合，需要低迷による生産要素の稼働率の低下を，あたかも産業間の知識のスピルオーバー
効果として計測した可能性が存在する．すなわち，Solow Residual から産業横断的な需要のショッ
ク（稼働率の変動）が除去されていない限り，研究開発による知識ストックの増加が産業間に正の
外部性をもたらすのかどうかは，依然として判明していないのである．
以上の既存研究の問題点をふまえて，本研究では，企業の研究開発投資行動を考慮した修正

Purified Solow Residual（技術進歩率）を推計し，日本の製造業における研究開発の収益率を再計
測することとする．すなわち，真の技術進歩率はどの程度上昇してきたのか，技術進歩に対しての
企業の研究開発の貢献度はどの程度のものなのか，という疑問に答えることを第一の目的とする．
また，企業の研究開発に依拠しない技術進歩が存在する場合それはどのような要因によるものなの
か，という疑問に対し，製造業内における他産業からのスピルオーバーを仮定し，その効果の検証
を行うことが本研究の第二の目的である．
本稿の構成は以下の通りである．第 2節では産業別の技術進歩率の推計方法をまとめる．ここで

は，Solow Residualの計測に課されていた規模に関して収穫一定や完全競争の仮定を外し，研究
開発投資を考慮に入れた企業の動学的費用最小化行動のみを課した緩い仮定の下で成立する基本
推計式を導出する．第 3節では各産業の技術進歩率を全製造業へ集計し，Solow Residual から規
模の効果，産業間の再配分効果，稼働率の影響を取り除いた真の技術進歩率（修正された Purified
Solow Residual）の計測を行う．第 4節では副次的な技術進歩（外部的技術進歩）の説明として，
産業間の知識のスピルオーバー効果の検証を行う．第 5節で結論と今後の課題をまとめる．
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2 産業別技術進歩率の推計
本研究では，規模の経済と労働および資本の稼働率を考慮することにより，従来の Solow Residual

が含んでいた計測誤差を取り除き，より正確な技術進歩率の推計を試みる．さらに，企業が技術進
歩率の上昇を意図して最適に研究開発行動を行うと想定することで，技術進歩率は，企業の研究開
発行動によって達成された貢献分（以降，内部的技術進歩率と呼ぶ）と，自らの研究開発行動に依
拠しない副次的な上昇分（以降，外部的技術進歩率と呼ぶ）に分解されることになる．

2.1 産業別技術進歩率の推計モデル
産業 i の企業は以下のような生産関数を持つ．

Yi = Ti · F
i(SiKi, EiHiNi,Mi) (1)

Ti = exp(∏it) · (BiRi)øi (2)

ここで，Yi は産出量，Si は資本稼働率，Ki は資本ストック，Ei は労働者の努力水準，Hi は労
働者一人当たり労働時間，Ni は労働者数，Mi は中間財，Ti は TFP（全要素生産性），Bi は知
識ストックの稼働率，Ri は知識ストック，∏i，øi はパラメータをあらわす．
企業の生産関数 F

i は生産要素投入に関して ∞i 次同次である．dj を各変数の対数差分として定
義し，各変数の成長率 dJ/J をあらわすものとする．また，J

§ は各変数の長期一定な定常状態の
水準をあらわすものとする．このとき，標準的な費用最小化を用いると，産出量の成長率 dyi は次
のように表現される2．

dyi =
µ

F1SiKi

F

∂
(dsi + dki) +

µ
F2EiHiNi

F

∂
(dei + dhi + dni) +

µ
F3Mi

F

∂
dmi + dti

= ∞i[c§Ki
(dsi + dki) + c

§
Li

(dei + dhi + dni) + c
§
Mi

dmi] + ∏i + ødbi + ødri

= ∞i(dxi + dui) + ∏i + Ωi

Ṙi

Yi

(3)

ここで，∞i は規模の経済の程度をあらわすパラメータ（∞i = 1で規模に関して収穫一定），c
§
i
は

定常状態における各投入要素のコストシェアをあらわす．また，F1 = @F/@(SiKi) は資本の限界
生産性, F2 = @F/@(EiHiNi) は労働の限界生産性, F3 = @F/@Mi は中間財の限界生産性であり，

øidri =
(@Yi/Yi)
@Ri/Ri

Ṙi

Ri

=
@Yi

@Ri

Ṙi

Yi

= Ωi

Ṙi

Yi

(4)

から，Ωi は研究開発の収益率をあらわすことになる．企業の意図的な研究開発投資を含む費用最
小化行動を想定した結果，Basu and Kimball (1997) および Kawamoto (2005) の推定式には含ま
れていない研究開発の産出成長率への効果 ((3) の 3番目の等式の第 3項) が推定式に加わること
となる．この結果として得られる Ωi の推定値は，各産業の「内部的な」研究開発の収益率を表現
している．また，(3) の 3番目の等式では，観測可能な変数

dx ¥ c
§
Ki

dki + c
§
Li

(dhi + dni) + c
§
Mi

dmi (5)
2企業が直面する費用最小化問題およびその一階条件については Appendix（6.1.1 節と 6.1.2 節）を参照のこと．
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および，観測不可能な変数

dui ¥ c
§
Ki

dsi + c
§
Li

dei + (øi/∞i)dbi (6)

にわけて整理した．
ここで，観測不可能な変数である稼働率 du を観測可能な変数で代理することが出来れば，稼働

率の変動を考慮した技術進歩率が計測できる．費用最小化の一階条件を利用すれば，この観測不可
能な生産要素の稼働率を所定外労働時間 dh で代理することが可能となる3．稼働率のパラメータ
Ø を使って成長率の式を書き直すと，

dyi = ∞idxi + Øidhi + ∏i + ΩiṘi/Yi (7)

となり，これが本研究における基本推定式となる4．

2.2 データと推定方法
ここでは，本研究で利用するデータと (7) のパラメータを推定する方法についてまとめる．
本研究は日本の製造業を対象とし，利用するデータは 1974年から 1998年までの 27業種のパネ

ルデータであり，内閣府経済社会総合研究所の JIPデータを利用する．JIPデータ (Japan Industry
Productivity Database) とは，日本の産業別の生産性（技術進歩率）の正確な計測を目標として整
備された内閣府経済社会総合研究所のリサーチ・プロジェクトの成果の一部として公表されてい
るデータベースである5．研究開発の収益率の計測に利用する知識ストックに関しても，JIPデー
タの技術知識ストックを利用することとする6．さらに，製造業全体の技術進歩率の計測に際して，
産業間の再配分効果を除去するため，Kawamoto (2005) に倣い，製造業 27業種を 2つの部門：製
造業・耐久財部門（13産業），製造業・非耐久財部門（14産業），に振り分けて推計することとす
る7．
基本推定式 (7) のパラメータ推定に際してはパネル推定を行う．規模の経済効果を表すパラメー

タ ∞i と生産要素の稼働率のパラメータ Øi ，収益率を表すパラメータ Ωi は，部門によって異なる
と仮定するが，同時に，各部門内の産業間では等しいとの制約を課して推定を行った．また，産業
毎に異なる定数項を持つ，すなわち産業間での産出成長率が異なる可能性を許容して，産業レベル
での固定効果が存在するか否かをテストした結果，産業レベルの固定効果モデルが採択された．し
たがって，本研究では産業別に異なる定数項と残差項を合計したものを各産業の外部的技術進歩率
の推定値として推計した．
さらに，外生的な技術ショックに反応して生産要素の投入量を企業が最適にコントロールするた

めに，生産要素投入と技術は同時に決定されることになる．すなわち (7) の推計には内生性の問題
が生じ，∞i および Øi の推定量の一致性が確保されないことになる．したがって (7) の推計にあた
り，生産要素の投入量や稼働率には重要な変動をもたらすが，技術進歩の確率的な変動とは無相関
であるような操作変数を用意せねばならない．本研究では Kawamoto (2005) に倣って，（1）実質

3この理由については，Appendix の 6.1.3 節から 6.1.5 節を参照されたい．
4基本推定式の導出過程については Appendix の 6.1.6 節を参照のこと．
5一次データの出典およびデータの加工方法に関する詳細は，内閣府経済社会総合研究所 (2003) を参照されたい．また，

このデータベースは同研究所のウェブサイト，http://www.esri.go.jp/jp/archive/bun/bun170/170index.html からダ
ウンロード可能である．

6Appendix（6.2 節）では，推計に利用した期間について，産出額および資本ストック額・労働投入額・中間財・研究
開発投資額の記述統計量をまとめている．

7各業種の部門分類に関しては Appendix（6.2 節）を参照のこと．
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石油価格成長率の現在地および 1期ラグ値，（2）日本版「ローマー日付」1973年，1980年，1990
年を 1，それ以外の年を 0としたダミー変数，（3）いくつかの大規模金融機関の破綻が生じた 1997
年を 1，それ以外の年を 0とした「銀行危機ショック」ダミーの 3つの操作変数を利用し，3段階
最小 2乗法を適用することとする．

2.3 産業別技術進歩率の推定結果
基本推定式 (7) の推定結果を表 1にまとめた（産業別の固定効果は割愛）．耐久財部門，非耐久

財部門ともに，それぞれ ∞，Ø，Ω が 5% 有意な結果を得ている．まず，規模の経済のパラメータ
∞ に関する結果を見ると，耐久財部門ではほぼ 1という結果となり，収穫一定な生産技術である
と考えられる．しかし，非耐久財部門では ∞ が 1を大きく下回り（約 0.6），規模に関して収穫逓
減な生産技術となっている8．日本の製造業では，いずれの部門においても規模に関して収穫逓増
な生産技術を持っておらず，規模の経済に基づく不完全競争は生じていない点は，過去の実証結果
（Basu (1996)，Basu and Kimball (1997) および Kawamoto (2005)) と整合的な結果である．
次に，稼働率 Ø の推計結果を見ると，耐久財部門，非耐久財部門共に，正で 5%有意な結果を得

ている．この結果は，生産要素の稼働率が通常の技術進歩率の計測（Solow Residual）にバイアス
を与えていることを示している．すなわち，生産要素の稼働率変化の効果を除外していない通常の
Solow Residual では，正の需要ショックに応じて稼働率が高まった場合は技術進歩率を過大評価
し，負の需要ショックに応じて稼働率が低まった場合は技術進歩率を過小評価することとなり，そ
の結果，技術進歩率と景気循環が procyclical に動くことが示されている．
最後に研究開発の収益率 Ω の推計結果を見ると，耐久財部門，非耐久財部門で共に，正で 5%有

意な結果を得た．また，Goto and Suzuki (1989) および中村（2003）によって計測された研究開発
の収益率に比べ，本研究の推定結果として得れらた収益率が極めて高いことが指摘できる．この結
果の解釈として，（1）研究開発に従事する労働や資本の供給が過少である（2）研究開発部門の投入
資源が，摩擦的要因によって産業間移動が困難である，といった理由で研究開発投資量が最適な投
入量に比べて過少となっていることが考えられる．ただし，Solow Residual（外生的な技術進歩）
を研究開発投資および知識ストックで回帰している過去の実証結果とは異なり，本研究は意図的な
企業の研究開発行動による収益率を計測している点が異なることに注意されたい．いずれにしても
この推計によって，企業の研究開発行動が技術進歩に貢献していることが示され，技術進歩率に貢
献した企業の研究開発努力を除いた残差として，外部的技術進歩率の計測が可能となるのである．

耐久財部門 非耐久財部門
推計値 標準誤差 推計値 標準誤差

∞ 1.015§ 0.020 0.590§ 0.028
Ø 0.084§ 0.008 0.089§ 0.014
Ω 0.773§ 0.234 1.035§ 0.331

§ は 5%有意をあらわす．

表 1: 部門別基本推定式の結果

8収穫逓減の下では利潤が負となることを意味するため，そのような産業が長期的に存在することは困難なはずである．
Kawamoto (2005) でも，非耐久財部門について収穫逓減な生産技術であるとの結果が得られている．このような結果が
得られる原因のひとつとして政府による特定産業の保護の可能性が考えられるが，本研究ではこの原因に関して深入りせ
ず，今後の課題としたい．

6



3 全製造業への集計と Solow Residual の分解
本節では，産業別に推計された Solow Residual を（1）平均的な規模の経済効果，（2）産業間の

資源の再配分効果，（3）生産要素の稼働率，（4）技術進歩率の 4つの要因に分解し，真の技術進歩
率（Purified Solow Residual）を計測する．さらに，そのような技術進歩率を内部的技術進歩率と
外部的技術進歩率に分解する．

3.1 内部的技術進歩率と外部的技術進歩率の定義
ここでは，前節の推定から内部的技術進歩率（internal technological progress, Intechiとあらわ

す）と外部的技術進歩率（external technological progress, Extechiとあらわす）の計測を行う．ま
ず，本研究で利用したそれぞれ技術進歩率の定義式を以下に示す (ハットはパラメータの推定値を
あらわす)．

Intechi ¥ Ω̂Ṙi/Yi (8)

Extechi ¥ dyi ° ∞̂dxi ° Ø̂dhi ° Ω̂Ṙi/Yi (9)

(8) から，内部的技術進歩率は自産業の知識ストックがもたらした技術進歩率として定義されて
いることがわかる．定義より，この内部的技術進歩率は (7) によって推定されることとなる．一
方，(9) の定義によれば，外部的技術進歩率とは，産出成長率から生産要素の投入量（数量および
稼働率）の産出成長率への貢献分と自産業の研究開発努力がもたらした産出成長率への貢献分（内
部的技術進歩率）を差し引いた「残差」として計測されていることがわかる．すなわち，企業がコ
ントロール不可能な「外部的な」技術進歩率をあらわすとみなすことができる．第 4節では，この
ような外部的技術進歩率の決定要因として，他産業からの知識のスピルオーバー効果を検証するこ
ととする．

3.2 Solow Residual の要因分解
ここでは，産業別に推計した（外部的および内部的）技術進歩率を全製造業で集計し，Solow

Residual を 4つの要因に分解する．全製造業に集計する方法は，研究開発を取り入れているため
に，Basu and Kimball (1997)および Kawamoto (2005)とは若干異なっており，集計された Solow
Residual は

dp = dv ° dx
V

= (∞̄V ° 1)dx
V + R∞ + RM + du

V + dr
V + dz

V (10)

と分解される9．(10) は，Solow Residual である dp（付加価値成長率 dv から生産要素投入成長
率 dx

V を引いたもの）が，全製造業に対する平均的な規模の経済効果 (∞̄V ° 1)dx
V ，規模の経済

が異なる産業間での再配分効果 R∞ + RM，資本や労働の稼働率の効果 du
V，そして，内部的・外

部的を含めた技術進歩率 dr
V + dz

V に分解されることを示している．換言すれば，(10) は，規模
の経済があり，完全競争が成立しておらず，企業が稼働率を調整している状況においては，Solow
Residual dp が技術進歩率 dr

V + dz
V と一致しないとことを示している．

9全製造業への集計方法については Appendix を参照．
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3.3 全製造業における技術進歩率の集計結果
表 2 は，(7) の産業別推計によって得られたパラメータを用いて，Solow Residualの要因分解を

行った結果である．なお結論を比較するために，Kawamoto (2005) の結果も同時に載せておいた．
本研究では，技術進歩率の計測に際して研究開発努力の効果を考慮したため，Kawamoto (2005)
とは異なり，技術進歩率を外部的および内部的技術進歩率に分解した結果が得られている10．

1973-1998 1973-1980 1980-1990 1990-1998

付加価値成長率 dv 2.9 3.1 4.7 0.5
(3.3) (3.8) (4.6) (1.4)

° 一次生産要素投入成長率 dx
V 1.2 0.5 2.4 0.1

(2.2) (2.5) (3.0) (0.9)
= Solow Residual dp 1.8 2.6 2.3 0.3

(1.1) (1.2) (1.6) (0.5)
° 平均的な規模の経済効果 (∞̄V ° 1)dx

V -0.3 -0.1 -0.6 -0.0
(-0.8) (-0.9) (-1.0) (-0.3)

° 再分配効果 R∞ + RM -1.3 -2.7 -1.0 -0.5
(-0.2) (-0.4) (0.0) (-0.3)

° 稼働率 du
V -0.2 0.0 0.4 -1.3

(-0.3) (-0.4) (0.3) (-1.0)
= 技術進歩率（Purified Solow Residual） 3.6 5.4 3.5 2.2

(2.4) (3.0) (2.3) (2.1)
内部的技術進歩率 dr

V 1.8 1.0 2.0 2.2
外部的技術進歩率 dz

V 1.8 4.4 1.5 -0.0
(年率，%）

括弧内は Kawamoto (2005) の結果

表 2: 付加価値成長率の要因分解

全製造業の付加価値成長率を要因分解した結果を見ると，Kawamoto (2005) での結論と同様に，
Solow Residualと技術進歩率（Purified Solow Residual）には大きな乖離があることがわかる．
そして 90年代に着目すると，その乖離の原因が稼働率であることも同時にわかる．本研究にお

いても，全期間の平均稼働率と比較して 90年代の稼働率の低下は顕著である．つまり，Kawamoto
(2005) の結果と同様，従来の Solow Residual には生産要素の稼働率による計測誤差が含まれてい
たということになる．
それでは本研究において，90年代の真の技術進歩率（Purified Solow Residual）はどのように

推移してきたのだろうか？Kawamoto (2005) では，技術進歩率は，90年代以降も低下することな
く推移している．つまり，90年代の不況は技術進歩率の低下が原因ではなく，稼働率の低下が原
因であるという結論になる．しかし，本研究では 80年代に比べて 90年代では技術進歩率が 1.3 %
低下し，これが付加価値成長率の減少（3.2 % 減）に貢献している．90年代の技術進歩率は 1973
年から 1998年の全期間平均の技術進歩率と比べても 1.4 % も低い．

10その他，データベース・推計方法・集計方法に関しては Kawamoto (2005) とほぼ同じと考えて差し支えなく，結論
の比較は容易に行えると考えられる．
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では，90年代の技術進歩率の低下は，企業の研究開発の生産性が低下したからなのであろうか？
内訳を見てみると，90年代の技術進歩率の低下は，企業の研究開発による内部的技術進歩率の低
下ではなく，それに依拠しない外部的技術進歩率の低下に起因していることがわかる．
つまり，製造業に関して言えば 90年代には技術進歩率が低下していたのである．しかしながら

このことは，企業の研究開発の貢献度が小さくなったということではなく，それ以外の要因である
外部的技術進歩率の低下によって説明される．図 1 では，Purified Solow Residual を内部的技術
進歩率と外部的進歩率に各時点で分解した結果を示している．この図を見ると，日本の製造業で
は，内部的技術進歩率が一定値で推移してきたのに対して，外部的技術進歩率が 90年代後半に大
きく落ち込んでいることがわかる．そしてそれが総合的な技術進歩率に大きな影響を与えたことが
わかる．それでは，この外部的技術進歩率とはどのようなものなのだろうか？企業の研究開発では
説明できず，企業の意図しない技術進歩とは何なのだろうか？本研究では，これを他産業からの技
術スピルオーバーとして，次節でその効果の有無を検証することとする．

図 1: 内部的技術進歩率と外部的技術進歩率の推移

4 外部的技術進歩率のスピルオーバー効果の検証
前節では，産業別の技術進歩率を外部的技術進歩率と内部的技術進歩率に分離して推計した．そ

こで得られた技術進歩率を概観すると，内部的技術進歩率が一定値で推移してきたのに対して，外
部的技術進歩率は 90年代に落ち込んでいることがわかる．そして，それが総合的な技術進歩率に
与える影響も大きいことがわかる．よって，この外部的な技術進歩率が経済成長にとって重要であ
ると考えられる．
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4.1 知識のスピルオーバー効果の推計方法
知識のスピルオーバーとは，自産業が達成した技術進歩が他産業の技術進歩に副次的に貢献する

ことを指す．
知識のスピルオーバー効果を計測するには，知識のスピルオーバーを表す変数を定義する必要が

ある．本研究では，産業連関表の内生部門表を用いて産業間の関わりの強度を測り，それをウエイ
トとして他産業の総合的な技術進歩率の加重和を取ることで，知識のスピルオーバーの強度をあら
わす proxy とする．この考えに基づけば，i 産業に対する j 産業の中間投入シェアを aji とする
と，i 産業に対するスピルオーバー効果は，

SPi ¥
X

j 6=i

aji (Extechj + Intechj) (11)

とあらわせる．このスピルオーバー効果は，取引の多い (中間財の発注が多い) 他産業での技術進
歩率が相対的に大きければ大きいほど，中間財に体化した技術知識がスピルオーバーすることを通
じて，自産業の技術進歩率も副次的に大きくなることになる．

(11) を利用して外部的技術進歩率を説明するため，以下のような推定式を考える11．

Extechi = ci + ¥iSPi (12)

4.2 知識のスピルオーバー効果の検証
産業別推定と同様，耐久財部門 (13産業），非耐久財部門 (14産業）の 27業種で 1974年から

1998年までの 25年間のパネルデータを利用する．なお，産業別固定効果は F検定から存在して
いるとは言えない結果であったため，推定結果は，定数と SPi の係数のみとなる．

非耐久財部門 耐久財部門
推計値 標準誤差 推計値 標準誤差

定数項 4.39£ 10°5 2.59£ 10°3 3.85£ 10°3 3.25£ 10°3

非耐久財部門からのスピルオーバー 0.305§ 0.150 0.181 0.143
耐久財部門からのスピルオーバー 0.292 0.086 °0.284 0.166

§ は 5%有意をあらわす．

表 3: 部門間スピルオーバー効果の検証結果

推定結果を見ると，非耐久財部門に関しては，同部門内の正のスピルオーバー効果が 5% 有意で
検出された．このことは Goto and Suzuki (1989) および中村（2003）と整合的であり，他産業の
技術進歩によって自産業の技術進歩が副次的に上昇し，技術進歩率に正の外部性が存在することが
示されている．
一方，耐久財部門では，非耐久財部門の結果とは異なり，いずれの部門からのスピルオーバー効

果も検出されないとの結果を得た．換言すれば，他産業の技術進歩がもたらす自産業への副次的な
技術進歩の貢献分は無視しうるほど小さいということである．これは，（1）非耐久財部門に比べて
耐久財部門ではそれぞれの業種の製品差別化の程度が高いこと（2）それぞれの業種が直面する市

11実際の推定に際して，耐久財，非耐久財間の相互スピルオーバー効果を考えているため，説明変数となるスピルオー
バー変数は，耐久財，非耐久財の 2 種類となる（推定結果参照）．
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場規模が大きい，という理由によって他業種の技術進歩を自業種の技術進歩として波及する程度が
低くなったものと考えられる．
ただし，両推定結果ともにモデルのフィットは極めて低く，非耐久財部門においても図 1 で示さ

れた外部的技術進歩の変動をほとんど説明できておらず，外部的技術進歩の変動要因は依然として
(12) の推定モデルの「外」に存在することが指摘できる．

5 結論と今後の課題
本研究では，既存研究の技術進歩率の計測法の問題点をふまえて，日本製造業 27業種を対象に

1970年代から 1990年代にかけての技術進歩率と研究開発の収益率の再集計を行い，知識のスピル
オーバー効果の検証を行った．

Solow Residual の要因分解およびスピルオーバー効果の検証結果から以下の 5点の結論が得ら
れた：第 1に，90年代の生産要素の稼働率の大幅な低下が計測され，既存研究と同様，これが Lost
Decade の主たる原因となっていること，第 2に，日本製造業全体では 90年代に技術進歩率が低
下していたこと，第 3に，90年代の技術進歩率の低下は企業の研究開発の付加価値成長への貢献
が低下したことが原因ではないこと，第 4に，自らの研究開発努力に依拠しない外部的技術進歩率
が 90年代後半に大きく落ちこんでおり Lost Decade の一因となっていること，第 5に，産業間の
知識のスピルオーバーによる外部効果は，非耐久財部門で検出されたけれども，既存研究で報告さ
れているほどには大きいものではないことが明らかになった．
一方，残された課題は 2点存在する：第 1に，非耐久財部門で推定された規模に関する収穫逓減

な生産技術というパラドックスを解消すること，第 2に，外部的技術進歩率の変動を説明するスピ
ルオーバー効果以外の決定要因を検討することである．

6 Appendix

6.1 基本推定式の導出
この節では，本稿における基本推計式である (7) を企業の最適化行動の結果として導出する．

6.1.1 企業の費用最小化問題

企業は以下のような費用最小化問題に直面しているものとする．

min
A,E,H,M,I,S,IR,B

Z 1

0
e
°

R t
0 r(ø)dø [WN · G(H, E) · V (S,B) + PMM

+WN · ¡

µ
A

N

∂
+ PIK · J

µ
I

K

∂
+ PRR · ∑

µ
IR

R

∂
]dt (13)

s.t. Ȳ = T · F (SK,EHN,M), K̇ = I ° ±K,

Ṅ = A, Ṙ = IR ° ±RR (14)

各時点の企業の費用は以下に挙げる 5つの各投入要素に支払われる対価として構成される．

1. 労働サービスに対する支払い WN · G(H,E) · V (S, B)
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ここで，W は基準賃金，N は労働者数，G(·) は労働時間 H と労働努力 E に依存する時間
当たりの賃金関数，そして V はシフトプレミアムをあらわす12．

2. 中間財費用 PMM

ここで PM は中間財価格，M は中間財投入量である．

3. 労働者数変更に伴う調整費用 WN · ¡(A/N)

ここで W は基準賃金，N は労働者数，¡(·) は労働者数変更に伴う調整費用で凸関数とする．

4. 粗投資に伴う調整費用 PIK · J(I/K)

ここで，PI は投資財価格，I は投資量，J(·) は資本ストック量の変更に伴う調整費用で凸関
数とする．

5. 研究開発投資に伴う調整費用 PRR · ∑(IR/R)

ここで，PR は研究開発の投入価格，IR は研究開発投資，∑(·) は 知識ストックの変更に伴
う調整コストで凸関数とする．

(13) によれば，労働者の努力水準 E, 労働時間 H, 資本稼働率 S, 知識ストックの稼働率 B, 新
規雇用量 A, 新規投資量 I, 新規の研究開発投資 IR は企業がコントロールできるが，新規投資で
ある A, I, IR の追加には調整費用が，稼働率である S, B の上昇にはシフトプレミアムがかかる
ことがわかる．

6.1.2 費用最小化の一階条件

稼働率の変更 du の代理変数に直接関連するのは，資本稼働率 S, 知識ストックの稼働率 B, 労
働者の努力水準 E, 労働時間 H の選択に関する同時点の一階条件であり，

WN · G(H, E) · VS(S,B) = ∏F1K (15)

WN · G(H, E) · VB(S,B) = ∏ZBR (16)

WN · GH(H, E) · V (S,B) = ∏F2EN (17)

WN · GE(H, E) · V (S,B) = ∏F2HN (18)

ここで，Vj(·) および Gj(·) は要素 j による一階の偏微分をあらわし，∏ はラグランジュ乗数を
あらわす．

6.1.3 最適化の下での労働努力と労働時間の関係

(17) と (18) について，

12企業が資本稼働率 S，知識ストックの稼働率 B を高める際には 2 種類の追加的なコストが発生する．（1）資本稼働率
の上昇に伴い，（一部の）労働者は夜間など通常では望ましくない時間帯にも働くことが要請されるが，企業はそうした労
働者に対し，「シフトプレミアム」を加えた割増賃金を支払わなければならない．（2）稼働率の引き上げによって，資本ス
トックの追加的磨耗・破損を通じて資本の減価速度を早める．このモデルでは簡単化のため（1）のシフトプレミアムのみ
を考えることとする．

12



GH(H, E)
GE(H, E)

=
E

H

, HGH(H, E)
G(H, E)

=
EGE(H, E)

G(H, E)
(19)

が得られ，(19) から費用最小化の下では，労働費用の H と E に関する弾力性を等しくさせるべ
く，企業は H と E をコントロールすることになる．
また，(19) から，一意かつ正の傾きをもつ E －H の最適経路が導かれる．

E = E(H),　 E
0(H) > 0 (20)

よって，観測不可能な労働努力 E は観測可能な一人当たり労働時間 H の関数として表現するこ
とができる．したがって，定常状態で評価された労働努力の労働時間に関する弾力性を

≥ ¥ H
§
E
0(H)§

E(H§)
=

dE(H§)/E(H§)
dH§/H§ (21)

とすると，観測不可能な労働努力を観測可能な労働時間で代理することができる．

de = ≥ · dh (22)

6.1.4 最適化の下での資本稼働率と労働時間の関係

次に，(15) と (17) から，

G(H, E)
GH(H,E)

VS(S,B)
V (S,B)

=
F1K

F2EN

,
∑

G(H, E)
HGH(H,E)

∏ ∑
SVS(S, B)
V (S, B)

∏
=

F1SK/F

F2EHN/F
=

cK

cL

(23)

ここで，労働費用 G の労働時間 H に関する弾力性を g(H), シフトプレミアム V の資本稼働率 S

に関する弾力性を ∫S(S, B) と定義する．

g(H) ¥ HGH(H, E)
G(H, E)

(24)

∫S(S,B) ¥ SVS(S,B)
V (S,B)

(25)

この定義を使うと，

∫S(S, B) =
cK

cL

g(H) (26)

と書き換えられる．さらにこれを対数化して微分すると，定常状態ではコストシェアの比は一定で
あるので，

d∫S(S,B)
∫S(S, B)

=
d(cK/cL)
cK/cL

+
dg(H)
g(H)

=
dg(H)
g(H)

(27)
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となり，¥ を g の H に関する弾力性，! を ∫S の S に関する弾力性とすると，(27) は，

d∫S(S,B)/∫S(S, B)
dS/S

dS

S
=

dg(H)/g(H)
dH/H

dH

H

, ds =
¥

!
dh (28)

となる．

6.1.5 最適化の下での知識ストックの稼働率と労働時間の関係

最後に，(16) と (17) から，

G(H,E)
GH(H, E)

VB(S,B)
V (S,B)

=
ZBR

F2EN

,
∑

G(H,E)
HGH(H, E)

∏ ∑
BVB(S, B)
V (S, B)

∏
=

ZBBR/F

F2EHN/F
=

cR

cL

(29)

同様に，シフトプレミアム V の知識ストックの稼働率 B に関する弾力性を ∫B(S, B) と定義す
ると，

∫B(S, B) ¥ BVB(S, B)
V (S, B)

(30)

となり，この定義式に (29) を代入すれば，

∫B(S, B) ¥ cR

cL

g(H) (31)

と書き換えられる．さらにこれを対数化して微分すると，定常状態ではコストシェアの比は一定で
あるから，

d∫B(S, B)
∫B(S, B)

=
d(cR/cL)
cR/cL

+
dg(H)
g(H)

=
dg(H)
g(H)

(32)

となり，æ を ∫B の S に関する弾力性とすると，

d∫B(S, B)/∫B(S, B)
dB/B

dB

B
=

dg(H)/g(H)
dH/H

dH

H

, db =
¥

æ
dh (33)

が導かれる．

6.1.6 基本推計式の導出

以上より，(22), (28), (33) から，観測不可能な稼働率の変数 du は，観測可能な労働時間である
dh を利用して，
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du ¥ c
§
K

ds + c
§
L
de + (ø/∞)db

=
µ

c
§
K

¥

!
+ c

§
L
≥ +

ø

∞

¥

æ

∂
dh (34)

と表現できる．そして (34) を (3) に代入すると，

dy = ∞ · dx + ∞

µ
c
§
K

¥

!
+ c

§
L
≥ +

ø

∞

¥

æ

∂
dh + ∏ + Ω

Ṙ

Y

= ∞ · dx + Ø · dh + ∏ + Ω
Ṙ

Y
(35)

となり，基本推定式である (7) を得る．ただし Ø ¥ ∞

≥
c
§
K

¥

!
+ c

§
L
≥ + ø

∞

¥

æ

¥
である．

6.2 データの記述統計量と業種の部門分類
この節では，参考のため，推定に利用した JIPデータのうち主要なデータに関して，対象期間・

対象産業における記述統計量を表 4 にまとめ，本研究で分類した耐久財部門・非耐久財部門の 2部
門の業種の内訳を表 5 に記載しておく．

非耐久財部門 耐久財部門
平均 標準偏差 最大値 最小値 平均 標準偏差 最大値 最小値

産出量
1973-1980 5082289 2857388 10937900 436929 6923389 5078021 23228118 1457337
1981-1990 6500000 3526995 14245849 386142 11374734 9707457 41827351 1388719
1991-1998 7701275 4767426 14931486 210298 15586592 14265023 52798795 1054798
資本ストック
1973-1980 1901705 1297088 5749137 532246 2885762 2133388 9478489 499003
1981-1990 2484859 1721917 8264494 521096 5072700 4218113 18021887 984687
1991-1998 3719505 2589876 10049308 539727 8705652 7458192 26130236 1668553
労働

1973-1980 1174402 855987 2979344 157220 2444949 1709296 7001391 826544
1981-1990 1179370 938363 3628840 111611 2590899 2089558 8190640 358565
1991-1998 1161203 1013670 3683031 54580 2695289 2391826 8355146 267904
中間財

1973-1980 3622932 2176584 7572725 353497 4790290 3537165 15718509 997873
1981-1990 4399519 2458363 9656554 252553 7657303 6672301 30003990 749578
1991-1998 4772326 2952405 10146836 139271 10213114 9630937 32292154 819750

R & D
1973-1980 60180 101565 402832 3729 142632 128338 603830 14592
1981-1990 98639 172046 872832 2988 310668 426119 2497394 4623
1991-1998 148052 283600 1207600 803 503064 719564 3281333 2840

(単位は 100万円)

表 4: 利用データの記述統計量

6.3 全業種への集計方法
この節では，産業別に推計した外部的技術進歩率と内部的技術進歩率を全製造業で集計する方法

をまとめ，通常の Solow Residual から技術進歩率をあらわす Purified Solow Residual へ分解し
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非耐久財部門 耐久財部門
JIPコード 業種名 JIPコード 業種名

11 畜産食料品製造業 21 製材・木製品製造業
12 水産食料品製造業 32 窯業・土石製品製造業
14 その他の食料品製造業 35 非鉄金属製造業
15 飲料製造業 36 金属製品製造業
18 化学繊維紡績業 37 一般機械器具製造業
19 織物・その他の繊維製品製造業 38 産業用電気機械器具製造業
20 身廻品製造業 39 民生用電気機械器具製造業
23 パルプ・紙・紙加工業 40 その他の電気機械器具製造業
24 印刷・出版業 41 自動車製造業
26 ゴム製品製造業 42 船舶製造業
27 基礎化学製品製造業 43 その他の輸送用機械製造業
28 化学繊維製造業 44 精密機械器具製造業
29 その他の化学工業 45 その他の製造業
30 石油製品製造業

表 5: JIPデータの産業分類

た式 (10) を導出する．集計方法は Kawamoto (2005) を基本としているが，研究開発行動を取り
入れている点で異なる．

6.3.1 付加価値成長率の要因分解

実質付加価値を次のように定義する．

Vi ¥ Yi °Mi (36)

(36) を全微分すると，実質付加価値成長率は

dvi = dyi °
sMi

1° sMi

(dmi ° dyi) (37)

となる．ここで，sMi は中間財粗産出量比率 Mi/Yi である．このとき粗産出量成長率は，

dyi = ∞i[c§Ki
(dsi + dki) + c

§
Li

(dei + dhi + dni) + c
§
Mi

dmi] + ∏i + ødbi + ødri

= ∞i(1° c
§
Mi

)
∑

c
§
Ki

1° c
§
Ki

dki +
c
§
Li

1° c
§
Mi

(dhi + dni)
∏

+∞i(1° c
§
Mi

)
∑

c
§
Ki

1° c
§
Mi

dsi +
c
§
Li

1° c
§
Mi

dei +
ø

∞i(1° c
§
Mi

)
dbi

∏
+ ∞ic

§
Mi

dmi + ødri + dzi

= ∞i(1° c
§
Mi

)[dx
V

i
+ du

V

i
] + ∞ic

§
Mi

dmi + ødri + dzi (38)

と変形できる．ここで，
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dx
V

i
¥

c
§
Ki

1° c
§
Mi

dki +
c
§
Li

1° c
§
Mi

dei +
ø

∞i(1° c
§
Mi

)
dbi (39)

du
V

i
¥

c
§
Ki

1° c
§
Mi

dsi +
c
§
Li

1° c
§
Mi

dei +
ø

∞i(1° c
§
Mi

)
dbi (40)

dzi ¥ ∏i (41)

であり，dzi が産業別の外部的技術進歩率に相当し，ødri が産業別の内部的技術進歩率に相当する．
(38) の両辺から ∞ic

§
Mi

dyi を差し引いた後，1° ∞ic
§
Mi
で割ると，

dyi =
∞i(1° cM

§
i
)

1° ∞ic
§
Mi

[dx
V

i
+ du

V

i
] +

∞ic
§
Mi

1° ∞ic
§
Mi

[dmi ° dyi] +
ødri

1° ∞ic
§
Mi

+
dzi

1° ∞ic
§
Mi

(42)

を得る．これを付加価値成長率 (37) に代入して整理すると，

dvi = ∞
V

i
[dx

V

i
+ du

V

i
] +

∑
∞

V

i

c
§
Mi

1° c
§
Mi

° sMi

1° sMi

∏
[dmi ° dyi] + dr

V

i
+ dz

V

i
(43)

(43) において，付加価値ベースの規模の経済効果が

∞
V

i
=

∞i(1° cM
§
i
)

1° ∞ic
§
Mi

(44)

であり，付加価値ベースの内部的技術進歩率が

dr
V

i
=

ødri

1° ∞ic
§
Mi

(45)

であり，付加価値ベースの外部的技術進歩率が

dz
V

i
=

dzi

1° ∞ic
§
Mi

(46)

である．

6.3.2 全業種への集計方法

全製造業の実質総付加価値は，各産業の実質付加価値の総和である．

V =
X

i

Vi (47)

よって，各産業の付加価値のウエイト wi = Vi/V を使って，全製造業の実質総付加価値の成長率
を，次のように各産業の付加価値成長率の加重平均として定義できる．

dv =
X

i

widvi (48)

(48) に (43) を代入すると，
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dv =
X

i

wi∞
V

i
dx

V

i
+

X

i

wi∞
V

i
du

V

i

+
X

i

wi

∑
∞

V

i

c
§
Mi

1° c
§
Mi

° sMi

1° sMi

∏
(dmi ° dyi) +

X

i

widr
V

i
+

X

i

widz
V

i
(49)

ここで，

du
V ¥

X

i

wi∞
V

i
du

V

i
(50)

RM ¥
X

i

wi

∑
∞

V

i

c
§
Mi

1° c
§
Mi

∏
(dmi ° dyi) (51)

dr
V ¥

X

i

widr
V

i
(52)

dz
V ¥ widz

V

i
(53)

と定義すると，(49) は

dv =
X

i

wi∞
V

i
dx

V

i
+ du

V + RM + dr
V + dz

V (54)

となる．さらに (54) の右辺第一項を平均的な規模の経済効果と規模の経済効果が異なる産業間に
おける生産要素投入の再配分効果に分解すると，

dv = ∞̄
V

i

X

i

widx
V

i
+

X

i

wi(∞V

i
° ∞̄

V

i
)dx

V

i
+ du

V + RM + drV + dz
V

= ∞̄
V

dx
V + R∞ + RM + du

V + dr
V + dz

V (55)

と書ける．ここで，

dx
V ¥

X

i

widx
V

i
(56)

∞̄
V

i
¥

X

i

wi∞
V

i
(57)

R∞ ¥
X

i

wi(∞V

i
° ∞̄

V )dx
V

i
(58)

である．したがって全産業における Solow Residual dp は，

dp = dv ° dx
V

= (∞̄V ° 1)dx
V + R∞ + RM + du

V + dr
V + dz

V (59)

と分解でき，(10) を得る．
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1. Introduction and Purpose—A Methodological Note on Evolutionary Economics 
 Human beings are living by acquiring means of subsistence from the external (nature), 

consuming them and returning waste substances to the nature. Furthermore, they only acquire 

wealth from the nature, but also receive the benefit from the others to whom they have a relation. 

Such substance metabolism activities form a society. In other words, a society is maintained when 

each element (agents, substances) has a close relation with others (network). Such a viewpoint was 

recognized by the classical economists, but the incorrect recognition which considers a system by 

using equilibrium theory has reached the heights of prosperity after the marginal revolution, 

because expressing the ideal equilibrium points about economy by using mathematics under false 

assumptions was better than the fact that economists who want to establish the status as science can 

produce nothing. Since the academic works which discuss the criticism to this mainstream1 are as 

abundant as stars, full details are not discussed in this paper.  

There is the aspect that evolutionary economics is founded as antithesis to the 

mainstream, and in many cases, especially the notion of equilibrium and prerequisites2 which are 

                                                        
1 For instance, Shiozawa makes a point that the mainstream tends to explain (1) analysis about 

the conditions of a self-reproduction system and (2) explanation about how such a system is 
generated, in the same logic, therefore, their logic has broken (see Shiozawa, p.11). 

2 ”It is assumed in general equilibrium that economic agents regard prices fixed in the market as 
signals on which they cannot have any effect, and decide production or consumption plan by 
calculating the solutions of optimization problems with some constraint conditions. However, 
the rational agents can stay at optimal states all the time only under many implicit assumptions 



the foundation of their theory are denied: aggregated production function, homogeneity and perfect 

rationality of agents, and quick automatic convergence to the equilibrium. It is often claimed in the 

writing about evolutionary economics that not the notion of equilibrium in neoclassical theory, but 

the viewpoint of reproduction or circulation in classical economists is essential, and considered that 

it is good to make problem consciousness of Quesnay (1758), Smith (1789), Ricardo (1819), Marx 

(1867), Sraffa (1960) and Neumann (1945) into a starting point. In fact, however, there is only a 

few considerations which extend positively the classical reproduction theory to suit the view of 

evolutionary economics, because there are often conflicts between the viewpoint in evolutionary 

economics that stationary state is perpetuated though data changes and fluctuations occur, and the 

severe required conditions in classical theory (given data, repetition of market conditions and 

uniform rate of profit). Therefore, the purpose of this paper is to extend the notion of long-period 

positions (hereinafter LPPs) and to offer the adjustment process model that a market is cleared and 

social stationary state can be maintained, even if these restrictions in classical theory are 

disregarded. Furthermore, it also contains a process of changes because decision-making of the 

heterogeneous agents which is not based on perfect rational maximization behavior plays an 

important role in the model. 

 

2. Reconsideration of Long-Period Positions and Beyond 
2-1. The Notion of Long-Period Positions 

According to Sraffians, the classical and early neoclassical economists (particularly 

Walras) analyzed economic reality by studying and comparing LPPs. There are various arguments 

on the definition or validity about the notion of Long-Period Analysis (see Garegnani 1976, 

Camitani 1990, Boggio 1990, Salanti 1990, Roncaglia 1990) and usually, the notion of LPPs in the 

classical school is considered as follows (Salanti 1990, p.96):  

 

(i) The classical notion of competition rests on the existence of a mechanism (capital mobility 

between different “industries”) which drives the system towards the general establishment of a 

uniform rate of profit.  

(ii) Natural prices (that is those prices corresponding, among other things, to a situation of uniform 

rate of profits) are “centers of gravitation” for market prices which may happen to be lower 

(higher) than the former whenever the quantity supplied to the market is greater (smaller) than 

the “effectual demand” as defined by Adam Smith3.  

(iii) The rational of focusing attention on natural prices is provided by the assumption that the 

                                                                                                                                                                   
on human ability in terms of data collection, cognition, computation, and execution. Such 
assumptions correspond to perfect information (zero information gathering cost), infinite 
computational capacity (zero calculation cost), and unlimited execution capability (zero 
management cost). They are not only unrealistic but also untenable because they enable general 
equilibrium theory to exclude the viewpoints of evolution and complexity” (Nishibe 2006, p.7). 

3 “the demand of those who are willing to pay the natural price of commodity, or the whole 
value of the rent, labour, and profit, which must be paid in order to bring it thither” (Smith, 
p.56). 



forces which determine them are the more systematic and persistent and therefore, in the long-

run, dominate the transitory and unsystematic ones (that is, those responsible for the fluctuations 

of market prices around their “centers of gravitation”).  

(iv) The method of LPP (that is the notion of a long-run equilibrium as a sort of benchmark for the 

actual state of economy) was not peculiar to classical political economy, but was also employed 

by neoclassical economists such as Walras, Marshall, Wicksell and so on until the 1940’s. 

(v) Subsequently, following Hicks’s seminal work on general equilibrium, the neo-Walrasian 

approach abandoned the method of LPP and progressively focused on temporary equilibria: in 

doing so, however, this approach would have lost any relevance precisely because it must rely 

upon “data”, including “the state(s) of nature” and “expected prices”, which cannot be assumed 

to remain constant long enough to allow the economy to reach a meaningful position of 

equilibrium. 

 

Classical LPPs are defined as a given productive technique, a given state of distribution 

(e.g., a given real wage rate), a set of given outputs and an associated set of relative commodity 

prices (natural prices). Price determination makes no reference to price elastic demand functions of 

consumers, but is based on a set of given outputs with the use of the given technical conditions and 

the exogenous determination of distributive variable. To interpret the gravitation hypothesis 

approvingly leads quite naturally to consider the LPPs as the rest point of a dynamic adjustment 

process starting form arbitrary conditions, because market prices move around natural prices.  

How a specification of the adjustment process entails a specification of long-period 

output growth? In so far as the stability of an LPP is posed as a problem of the stability of a rest 

point, long-period accumulation must be identified with balanced growth. By Camitani (1990, 

p.14), “This is quite obvious, since the adjustment process to an LPP involves changes in quantities 

(beside prices), and, by definition, the rest point of adjustment process is stationary (time invariant), 

under the forces which drive the adjustment.” When the vector of long-period quantities is allowed 

to change, we must limit the changes only up to a multiplicative scalar, which identifies the rate of 

balanced growth. This fact carries out the implication of the two phases. The first is that “the 

stability of LPPs would be more correctly posed as a problem of path stability, where short-period 

magnitudes adjust towards a moving position” (Camitani 1990, p.16). The second is that “balanced 

growth can be regarded as a first-step approximation; this would be legitimate only to the extent 

that changes in long-period proportions are sufficiently slow, if compared to the speed of 

convergence of short-period magnitudes” (Camitani 1990, p.16). 

In ways of approaching the overall issue of stability of LPPs, this type of stability of 

LPPs is regarded as the stability of given LPPs (see Arena and Torre, 1986). It is also possible to 

change in long-period magnitudes (the methods of production with use at the long-period outputs 

and the real wage), but, as mentioned above, those changes are made harmless, only if are 

sufficiently slow, compared to the speed of convergence of short-period magnitudes.  

 

 



2-2. Terminological Note — Convergence, Gravitation and Stability 
 Convergence and gravitation are often identified in the same category by the researchers 

of LPPs. Strictly speaking, however, these terminologies are not same. In physics, cognoscenti use 

gravity that means the attractive force which results from “simultaneous operating of the force of 

gravitation, centrifugal force and Coriolis’ force” and gravitation is the force that “links together 

the orbits of all celestial bodies”. In economics, convergence is “the movement of actual 

magnitudes toward a center of gravity”, and gravitation is “the oscillation of actual magnitudes 

around the center of gravity” (All of four quotations are from D’Orlando 2006, p.3). Gravitation in 

economics is different from gravitation in physics. Gravitation in economics is related to 

successive disturbances by external forces and therefore, “the result of the simultaneous operation 

of the attraction of center of gravity (convergence) and random disturbances in demand and 

supply” (D’Orlando 2006, p.3). If the process of convergence has been completed, the sectoral 

distribution of productive capacity corresponds to the equilibrium distribution. Even under such a 

situation, however, market prices still deviate from natural prices, because of random disturbances 

in demand and supply. Only if “data” are persistent over time and market repeat sufficiently, 

average market prices over time may coincide with natural prices. 

 Although it is shown that convergence differs from gravity, it differs also from stability. 

Convergence is the characteristic of dynamic behavior of actual economic magnitudes because it 

achieved when actual magnitudes correspond to long-period magnitudes. On the contrary, by The 
New Palgrave Dictionary, stability is defined as follows:  

 

“A system is stable if, when perturbed slightly from its equilibrium state, all subsequent 

motions remain in a correspondingly small neighborhood of the equilibrium. If, in addition to 

being stable, every motion starting sufficiently near the equilibrium point converges to it as 

t → ∞ , then the equilibrium is asymptotically stable. These are local concepts (also called 

‘in the small’); if stability is independent of the distance of the initial state from the 

equilibrium point, we have (asymptotic) stability in the large (or global)” (Gandolfo 1987, 

p.461). 

“A distinction used in economics is that between static and dynamic stability. Static stability 

only tells us whether the economic forces that act on the system tend to make it move towards 

the equilibrium point, but does not tell us anything about the actual path of the system nor 

whether the system converges over time to equilibrium point. Therefore, the study of static 

stability is not sufficient, and it is necessary to study dynamic stability: the latter, being based 

on functional equations, can solve the problems left unsolved by the former” (Gandolfo 1987, 

p.462).  

 

If it considers forcibly within the context of long-periods analysis, “stability is achieved when 

the theoretical magnitudes determined by a dynamic model converge towards a fixed point 

corresponding to the equilibrium position” (D’Orlando 2006, p.4). However, it is incompatible 

with the logical foundations of the long-period method, because “no theory can exactly determine 



the actual values of economic variables. […] in dynamic models changes in (temporary) equilibria 

which constitute the single steps of the dynamic process are too fast for (convergence and) 

gravitation to take place. Thus the temporary magnitudes studied by these models can never be 

centers of gravity for actual magnitudes” (D’Orlando 2006, p.5). Therefore, stability has little or no 

place within the long-period framework. 

 

2-3. Chronological persistence and Theoretical persistence 
 In contrast with stability, convergence has an important role within the long-period 

framework. If actual market magnitudes converge to long-period magnitudes and market prices 

become equal to natural prices, the long-period method may be interpreted as representing actual 

economy. In reality, however, these states are hard to be realized because of strict constraint 

conditions. For the requisition of convergence, determinants of the long-period positions has to be 

persistent over time and market conditions has to repeat enough to converge towards long-period 

positions. These concepts of persistence can be classified into two types: chronological persistence 

and theoretical persistence. 

 Chronological persistence is related to reality and depends on the characteristics of the 

economic system. “average market realizations, over time, will match model predictions only if the 

exogenous forces that determine the long-period positions persist for a sufficient period of 

historical time. […] Otherwise, the center of gravity will change before deviations have had time to 

compensate for one another” (D’Orlando 2005, pp.635-636). In this case, long-period analysis 

can’t represent an adequate generalization of reality and short-period models can’t also provide 

“neither the actual market realizations (no theory can do this), nor theoretical values that 

correspond to average market realizations” (D’Orlando 2005, p.636), because the changes of short-

period equilibrium “before a sufficient repetitions of activities has allowed the deviations of the 

actual magnitudes from their equilibrium levels to be corrected (compensated)” (Garegnani 1990, 

p.49). While natural prices are determined theoretically and equal to averaged prices, market prices 

are actual prices and theory can’t determine them. In long-period analysis, therefore, chronological 

persistence must be assumed. If not, conventional LPPs could not guarantee the correspondence 

between theory and reality. 

 Theoretical persistence depends on the characteristics of the economic model which is 

going to express reality. “it should predict uniform rates of profit and relevant variables in the 

model should maintain their values over time” (D’Orlando 2006, p.7). Only if a model has 

theoretical persistence, it can successfully deal with the problems arising form the relation between 

endogenous and exogenous variables: a model assumes magnitudes as exogenously given, and 

determined long-period values for the endogenous variables on the basis of these magnitudes. If 

not, “new (different) data would lead to new different values for the endogenous variables, and 

these would not depict a long-period equilibrium” (D’Orlando 2005, p.637). Especially, capital 

endowments in Warlasian, and produced quantities in Sraffian are the problems with which it 

should be deal. These models not hold the inner logic which determines these: interaction between 

endogenous and exogenous variables. 



2-4. The Other type of Long-Period Analysis 
Classical LPPs are defined as a given productive technique, a given state of distribution, 

a set of given outputs and an associated set of relative commodity prices (natural prices). This fact 

is justified by the reason that in the economic systems actually observed by classical economist, 

“data” changed much less quickly than now. Sraffa’s given quantities are formalization of effectual 
demand and “may be interpreted as referring to the outcome of the production process which the 

entrepreneurs consider to correspond to a normal degree of capacity utilization” (Roncaglia 1990, 

p.109). Hence, the produced quantities must be the right value corresponding to the effectual 

demand. Otherwise, the sale of these commodities at Sraffa’s prices would not clear the markets 

and the tendency of the rate of profit to equalize is not realized. However, how are these adjusted to 

the right value? Are changes slow enough? 

In evolutionary economics, a system sets a stationary state as the foundation rather than 

equilibrium in neoclassical theory: though it has fluctuation, a system may be reproduced, and it 

does not need to be considered restricting the speed of changes. Or rather, just changes are 

important, and diversity and natural selection stimulate various technical progress or development 

of economy. In spite of the diversity of changes, a system is maintained. This notion is conflicting 

with a conventional long-period equilibrium theory because it can’t treat the more complex issue 

concerning the formation of LPPs: the process of changes and adjustment process are not explained 

in full detail. Therefore, if these points are improved, classical theory can have consistency with the 

concept of evolutionary economics. 

 It is considered that there are two types about the source of changes. A first is related to 

the influence of factors such as endogenous technical progress and decision processes of agents. 

Since there are processes of learning by experience, which tend to establish a link between the 

level of outputs and the improvement of best practice techniques, different adjustment paths may 

offer different rest points (LPPs): LPPs may become path dependent (see Camitani 1990). For this 

reason, the classical notion of competition needs an explanation involving intentional behavior 

from capitalists, furthermore, consumer’s one. A second is identified in the possible dynamic 

interactions among long-period magnitudes. An exogenous change in one long-period through one 

or more of the adjustment reactions magnitude may trigger changes in other long-period 

magnitudes. Mainwaring (1990) has considered a change of the normal real wage, via modified 

demand conditions, that affects normal outputs and method of production. According to him, the 

influences arise from endogenous technical progress; form the fact that modified demand 

conditions give rise to different fluctuations of outputs, hence, to a different desired ratio of 

capacity utilization (or of inventories to outputs). 

 If these types of LPPs analysis are admitted , gravitation can’t be considered as a process 

that market prices move around natural prices with given magnitudes. The process which 

determines given data must be described because given magnitudes are determined independently 

of the gravitation process itself. Therefore, a theoretical investigation about LPPs must progress to 

the following step how given magnitudes are determined: the short-period adjustments process. 

Garegnani (1983, p.309) states that “the ‘natural’ or ‘normal’ price […] is the only one that we may 



expect to experience under the non-accidental conditions that are likely to emerge through a 

repetition of the situation”. When data on which agents must rely for taking decisions are 

continuously changing the meaning of the expression, a repetition of the situation becomes obscure. 

The existence of “data” changes implies that expectations play an important role and only the 
sequential method (not conventional method of long-period equilibrium) can deal with this 

problem. 

 

“[…] the long period method of analysis […] attempts to represent states of the economy 

which have the role of centers of gravitation of observed day-to-day magnitudes: chance 

movements away from such a state set off forces tending to bring the economy back to it. 

Changes in the economy can then be studied by comparing the long-period positions 

corresponding to the situation before and after the change. Post-Walrasian equilibrium cannot 

have such a role, because they rely on data some of which (the endowments of capital goods 

and, where futures markets are not complete, expectations) would be altered by any chance 

deviation from the equilibrium: thus the forces set off by this deviation would not tend to 

bring the economy back to the same equilibrium” (Panico and Petri 1987, p.240). 

 

3. The Bridge between Long- and Short-period Models 
3-1. The Model 
 For the purpose of tackling the new type of long-period analysis, Caravale’s three-

sectoral model (1994) is applied. However, it is extended to multi-sectoral model that includes the 

inventory under consideration, since he assumes that the commodities brought to the market for 

sale are in agreement with the expected demand, and the distinction between the commodities 

brought to the market and the counterparts (inventories) is important.  

The model has five features4 as follows (see Caravale 1994, pp.54-56):  

 

(i) As the main kernel of the analysis of the adjustment process, expected demand substitutes for 

effectual demand in Smith and Ricardo. Expected demand is defined as the quality that each 

producer expects to be able to sell at the ‘announced price’. Announced price (defined at (iii)) 

takes up the role previously assigned to the notion of natural price as the main reference point 

for the adjustment process.  

(ii) Producer’s expectations are influenced by recent experience with regard to comparison between 

expected and realized profit rates, as well as to the possible divergences among sectoral profit 

rates.  

(iii) Announced price, that could be thought of as the price each producer ‘marks’ on the 

commodity ‘exposed’ for sale, is formed on the basis of technology appropriate to the produced 

quantities, of the real wage rate, and the expected rate of profit. Announced price can change 

during the adjustment process.  

                                                        
4 The features don’t change in the extended model. 



(iv) The market clearing hypothesis which the model incorporates is not based on neoclassical type 

demand functions, but on what could be called a Smithian type tâtonnement (not so-called 

invisible hand in neoclassical)5 – a sequential process related to a commonsense empirical 

regularity. “The market clearing mechanism is to be thought of as ‘internal’ to what can be called 

the market period – that goes from the moment produced commodities are offered in the market 

to the moment in which the decisions are made as to the following logical phase. It is in this 

period in fact that the market clearing mechanism allows the determination of the actual rate of 

profit earned in each sector, which constitutes one of the main reference points for the decisions 

to be made at the beginning of the following logical phase” (Caravale 1994, p.55).  

(v) Two assumptions are made. Although non constant returns to scale are allowed for, quantity 

adjustments on the part of producers do not imply violent changes in the technical coefficients. 

Producers can – on the basis of the actual outcomes of preceding moves – change their decisions 

as to the quantities produced, but that the change in these quantities and the associated changes 

in the technical coefficients will not be dramatic. 

 
(1) Quantity equations relate to the quantities that producers decide to bring to the market. 

1,i( n ) i( n ) i( n ) i( n ) i( n ) ,i( n )q qσ σε µ ν δ −=                   (1.1) 

with 

( )

1 1

1 1

0

1

1

1

1 1 1

i( n ) i( n ) i( n ) i( n ) i( n ) i i

i( n ) i( n ) i( n ) ,i( n ) i( n ) i ,i

i( n ) i( ) i( n ) i( n )

i( n ) ,i( n ) e,i( n ) i

>( , )   such that    if  
<
>( , )  such that    if  
<

| || |

q , qd   such that  

ρ ρ

σ

µ µ Π π µ Π π

ν ν Π π ν Π Π

ε ε µ ν

δ δ δ

− −

− −

−

>=
<
>=
<

= + − −

=

　

　

11( n ) e,i( n ) ,i( n )  if  qd qσ −
>
<

�
�

  

and 

1
1

1i( n )
i( n ) m

ij j( n )
j

P

a P
Π

−
=

= −
∑

                                (1.2) 

                                                        
5 “When the quantity of any commodity which is brought to the market falls short of the 

effectual demand, all those who are willing to pay … [the natural price] cannot be supplied with 
the quantity they want. Rather than want it altogether, some of them will be willing to give 
more. A competition will immediately begin among them, and the market price will rise more or 
less … according as either the greatness of the deficiency, or the wealth and wanton luxury of 
the competitors happen to animate more ore less the eagerness of the competition … When the 
quantity brought to market exceeds the effectual demand, it cannot all be sold to those who are 
willing to pay … [natural price]. Some part must be sold to those who are willing to pay less, 
and low price they give for it must reduce the price of the whole. The market price will sink 
more ore less … according as it happens to be more or less important to them to get 
immediately rid of the commodity” (Smith, pp.57). 
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where6 

n = 1,2,… indicates the logical phase of the adjustment process; 

,i j = 1,2,…,m indicates the sectors of production (m sectors); 

,iqσ  is the quantity produced in the i-th sector; 

iq  is the quantity brought to the market in the i-th sector (this quantity corresponds to expected 

demand: , minus   i additional inventoriesqσ ); 

,e iqd  is the expected demand in the i-th sector; 

iπ  is the rate of profit expected in the i-th sector; 

Π i  is the rate of profit realized in the i-th sector; 

Π ,iρ  is the rate of profit realized on average in the rest of the economic system; 

iµ  indicates the correction factor based on possible divergencies between the realized and the 

expected rate of profit in the i-th sector; 

iν  indicates the correction factor based on possible divergencies between the realized rate of 

profit in the i-th sector and the rate of profit realized on average in the rest of economy; 

iε  indicates the state expectations. (0)iε  forms an essential part of the fundamental data 

concurring to define the equilibrium position which represents the central reference point of 

potential convergence process; it express on one hand past experience concerning compatible 

levels of price and quantities and on the other hand, expectations of possible changes in demand. 

iδ  indicates the correction factor based on possible changes of quantities of inventories in the i-th 

sector. If the expected demand is sufficient large, it should be thought that producers also want to 

increase quantities of inventories. However, in this paper, these criteria are arbitrary7 and it 

depends on producers’ decision-making level. As for this problem, the room of consideration 

remains.  
                                                        
6 Caravale's notations and definitions are basically adopted. 
7 It may be the criteria with which a satisficing criterion by Simon (1997) is filled.  



(2) Announced price equations relate to the prices at which these quantities will be offered for 

sale. 
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where 

ipa  is the announced price in the i-th sector. 

 

(3) Market price equations (and the market clearing mechanism) relate to the market prices that 

the market will determine when the quantity demanded at the announced price is different from 

the quantity brought to the market. 
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where 

iptm  is the temporary market price in the i-th sector (this can be changed by producers in each 

subphase l of the market clearing process); 

l =1,2,…,g indicates a subphase of n (there is a finite set of l for each n); each l  generates a set 

of relative temporary market prices in correspondence with which a portion of commodities 

brought to the market is actually exchanged. These prices initially don’t clear the market, but 

through successive corrections, the portion of commodities which remains unsold gradually to 

become nil; 

ijz  is the function that indicates the correction value which is related to relationship between the 

producers of other sectors, especially the deviation degree of the amount of demand and supply. 

In Caravale’s three-sectoral model,  
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If it is considered a multi-sectoral model,  
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γ  is a constant greater than zero which express the degree of reluctance of producers to adjust 

their announced prices; 

Pi is the actual market clearing price, which is equal to the weighted average of the temporary 

market price (1)iptm , with weights (1)iφ  which depend mainly on ijψ as defined by (3.8) 

above. These weights depend also on the actual and temporary markets prices of the other 

commodities. Posing P1(n)=1 for each phase n, system of equations (3.5) supplies a solution in 

the relative prices; 

ijψ  is the percentage of the total amount of commodity i (brought to the market for sale) which is 



bought by sector j in each subphase l ; 

ija  are the technical coefficients, that is the quantities of various goods produced in the system, 

which are employed for the production of one unit of commodity i.  

ijqd  is the quantity of commodity i that the producer of commodity j is actually willing to buy 

from sector i at the relative temporary market price ptmi/ptmj in each subphase l ; 

ijqs  is the quantity that the producer of commodity i is actually willing to offer to the producer of 

commodity j at the relative temporary market price ptmi/ptmj in each subphase l  (the quantity 

actually exchanged is the lesser one between qd and qs); 

,  i j i jf h  express the willingness of each producer to acquire: (i) a volume of inputs capable to 

allow the realization of a level of production at least equal to that realized in the preceding phase, 

corrected by the expectation factor ( )i nε ; (ii) a quantity initially destined to “consumption” 

which – on the basis of the results emerging at the end of the phase – can be in part employed as 

input for production. All these decisions can be carried out only if reasonable assumption are 

made as to the “vitality” of the matrix of technological coefficients ija ; 

ξ  is a given random Gaussian variable with mean zero and variance one; 

,  ij ijθ τ  indicate suitably chosen deviations. 

The initial state of the economic system is defined by (0) (0) (0),  ,  i i iPπ ε  and by the 

functions ,( )ij ia qσ . 

 

3-2. Some Remarks 
 (1) Smithian tâtonnement exists in this model, instead of a Walrasian tâtonnement, and 

is a essence of this model. It consists of a sequence of logical phase (n), which is a short-term 

adjusted position and each of them is elaborated by a number of subphase ( l ). Firstly, producers 

make a decision about the quantities of commodities that they will bring to the market for sale, by 

using their past experiences and future expectations. Secondly, they announced their selling prices8 

of commodities that are determined on the basis of production costs, past rate of profit, expected 

rate of profit and disturbance factors. Since the amount of demand is determined based on the price 

of this phase, the quantity of those commodities is a quantity actually exchanged. Therefore, 

producers have to grasp the expected consumers’ demand by market research9: expectations have 

more important role. If their anticipation separates and the quantity of commodities brought to the 

                                                        
8 This price may be based on a full cost principle. 
9 See Appendix. 



market exceeds demand, the initial exchange is performed at the announced price. After that, the 

exchanges expressed as subphase ( l ) are continued during the process which entrepreneurs adjust 

their prices to clear the market. In this process, a proportion of commodities is sold at a temporary 

market price that may change at the next subphase: there is a case that commodities are sold at 

false prices. Finally, the process comes to an end when the market is cleared.  

Conventional long-period models (especially so-called cross dual models) assume 

implicitly the existence of a Walrasian auctioneer in short-period equilibria that are based on prices 

that instantaneously equate demand and supply. Therefore, until the equilibrium price is achieved, 

there is no transactions: no exchange of commodities at the false prices. 

 

 (2) Probabilistic view is adopted in this model. The quantities exchanged are the result 

of interaction between supply and demand. However, it doesn’t depend on à la neoclassical 

function based on agents’ maximizing behavior, or rather, it is probabilistic relation based on a set 

of given magnitudes perturbed by a Gaussian variable. “If demand and supply are probabilistic 

magnitudes, the quantities exchanged in each subphase will also be probabilistic. The same applies 

to (‘temporary market’) prices in each subphase, whose value will depend on the volumes of 

supply and demand in the previous subphase and to ‘market prices’ in each phase” (D’Orlando 

2005, p.649). Furthermore, the actual outcome of the economic system appears in fact to be 

strongly influenced by the producers’ expectations and depend on the initial choice made by 

agents’: it may become path dependent.  

Conventional LPPs have a reality only if each theoretically determined natural prices 

correspond to the average of market prices actually realized by market. Therefore, some persistence 

is a prerequisite: repetition of market conditions that is enough to converge, and uniform rate of 

profit. In this probabilistic model, however, actual prices may diverge from theoretical predictions. 

This fact is very important because the model need not to consider chronological persistence and 

theoretical persistence. This model “matches reality as long as the realization of the random 

variable—that is, the observed market price—lies within the range of the disturbance” (D’Orlando 

2005, p.649).  

 

“for reasonable behaviour assumptions, the out-of–equilibrium values initially chosen by 

producers for quantities and prices gradually tend to be revised and induce the system to move 

in the direction of a natural equilibrium position in which quantities and prices are mutually 

compatible and correspond to a Sraffa-type solution”. 

“With their decisions these agents crucially contribute to identify the level of production and 

employment towards which the system tends to move in each period of time-in the expression 

of Keynes, the ‘long-period employment’”. (both Caravale 1994, p.60). 

 

(3) However, it is necessary that some micro-foundations for the non-neoclassical adjustment 

model are provided. For instance, it must be considered the problems about the adjustments via 

inventories about the quantity produced and/or brought to the market, consumers’ decision-making 



(expected demand) that entrepreneurs should grasp by market research, technical choice and 

influences based on the changes of wage rate. Irrespective of these issues, this model has important 

implications. It has described dynamics with holding reality: no persistence of market conditions, 

no uniform rate of profit. Adjustment is completed without severe conditions, and though 

fluctuations occur, a system is maintained. The method of marginalists (deterministic functions 

based on agents’ maximizing behavior) is not used to offer short-period position, but rather, this 

model can describe the stationary state. Furthermore, it may show the first step which connects 

between short-period and long-period. Although LPPs is not defined clearly, they are expressed 

tacitly because the market is sequentially adjusted reflecting the decisions of agents and 

continuously cleared and a society continues being maintained or reproduction. Such a state is just 

the object of a new long-period analysis: Evolutionary Economics. 

 

4. Conclusion 
Conventional LPPs are regarded as the stability of given LPPs, because data changes are 

made harmless, only if are sufficiently slow, compared to the speed of convergence of short-period 

magnitudes. Therefore, some persistence (chronological and theoretical) is required. However, 

stability has little or no place within the long-period framework, and if some persistence don’t exist, 

new (different) data would lead to new different values for the endogenous variables, and these 

would not depict a long-period equilibrium. Especially, capital endowments in Warlasian, and 

produced quantities in Sraffian are the problems with which it should be deal. These models don’t 

hold the inner logic which determines these: interaction between endogenous and exogenous 

variables. In evolutionary economics, however, it is considered that the outcome in a micro level 

and a macro level is in looped relationship. The amount of aggregate demand by the result of 

consumers' decision-making is contained in the determination factor of the amount of aggregate 

supply. Furthermore, the amount of commodities demanded depends also on outputs as a result of 

producers' decision-making, prices and distributions. In other words, decision-making in a micro 

level plays important roles, and different adjustment paths may offer different rest points (LPPs): 

LPPs may become path dependent. Or rather, LPPs may not rest in a conventional meaning. 

The purpose of this paper is offering the reproduction theory à la evolutionary economics 

with eliminating the precondition (given data, repetition of market conditions and uniform rate of 

profit) in classical theory that is considered as conflict with the viewpoint of evolutionary 

economics. In this probabilistic model, Smithian tâtonnement exists, instead of a Walrasian 

tâtonnement that conventional long-period models (especially so-called cross dual models) 

assume implicitly in short-period equilibria, and it is a essence of this model. Hence, there is a 

sequential adjustment process which considered decision-making of heterogeneous agents as the 

intervention. This is a important point because it has described dynamics with holding reality. An 

adjustment is completed without severe conditions, and a system is maintained though 

fluctuations occur. It can be said that these results may agree enough with the viewpoint of 

evolutionary economics and also contribute to the development of classical theory itself. This 

model still assumes that the changes in quantities produced and the associated changes in the 



technical coefficients will not be drastic: some range of stationary state from the beginning. 

Stationarity, however, is a nature and the condition which should be satisfied, even if a system is 

nonstationary (see Nishibe 2000, p.4). 

 

Appendix  How can we grasp Expected Consumers’ Demand? 
Alternative Consumption Theory in Terms of Multiple-self 10 

Goethe affirmed in Faust that “Two souls, alas, do dwell within his breast; the one is ever 

parting from the other”. In DU (Discount Utility) models11, intra-individual conflict is expressed as 

multiple-self (myopic vs. farsighted or doer vs. planner). However, since Soft Information 
Processing12 is performed in a brain and the planner also may have fallibility, there is the necessity 

for the correction about the definition of multiple-self. 

The same person at a single point in time may fulfill different roles in society and there is 

a conflict between these roles: multiple-self means multiple roles. For example, should I dedicate it 

to my children as a father or to my students as a teacher? Since humans have a propensity to this 

type of Multiple-self, to the extent where there is no established hierarchy of one’s needs according 

to which one may live, such a conflict is inevitable. If one assumes boldly that the set of potential 

objects for consumption is ordered according to a consistent set of preferences for each of a finite 

number of such roles, then any individual consumer consists, as it were, of several systems of 

preferences.  

 The customary solution to the conflict of demands resulting from the several roles played 

by individuals in society is for those individuals to cling to habits, institution, convention, lifestyle, 

routine, and neighbors’ behavior. It would be reasonable to think that these ideas justify the 

concept in classical theory: the needs of individuals are determined by society. In addition, 

differing combinations of roles are closely associated with differing economic environments and 

differing lifestyles. 

 However, this consumer propensity and structure of consumption may be able to change. 

This is because, as incomes rise and individuals assume new social roles, they learn to behave in 

accordance with a new pattern of consumption, and if they learn from past mistakes, then they can 

choose a better preference system. Some of the changes (unique historical events) may have to be 

treated as exogenous, but others may have a more systematic character and need to explain by 

dividing the mass of individual and the roles they play into social groups, and by analyzing the 

                                                        
10 Full details are in Yoshii (2006a), (2006b) and (2006c). 
11 Samuelson (1937) extended the time preference model of two periods by Fischer (1930) to a 

generalized model of intertemporal choice that was applicable to multiple time periods. A 
central assumption of the DU model is that all of the disparate motives (all the psychological 
concerns discussed over the previous century) underlying intertemporal choice can be 
condensed into a single parameter—the discount rate. Features of the DU model are utility 
independence, consumption independence, and stationary instantaneous utility, independence of 
discounting form consumption, constant discounting and time consistency. 

12 Human beings that have an ability to learn and a reply table based on abduction can respond 
appropriately to input, even when the input is imperfect. To answer flexibly to imperfect 
information is called Soft Information Processing (see Yoshii 2006c, Section 2). 



changing economic conditions of those groups. 

Because these processes are dynamic, it is impossible to consider them within the 

framework of neoclassical theory. However, if it is assumed that the set of goods (consumption 

pattern) constitutes the hierarchic structure, and that agents choose a consumption pattern 

appropriate to their incomes and roles, then we may be able to examine these processes. For 

example, it is considered that improvements of a satisfaction in consumption through an increase in 

income and learning are part of a shift to a higher social class. Such a hierarchy may be useful to 

explain many economic effects. For instance, price elasticity of demand may be generally low for 

goods directly related to the fulfillment of basic needs: since consumption baskets are fixed to 

some extent by convention and habits, there is a small quantitative change. Income elasticity of 

demand may be explained in terms of migration of people between income classes. Snob effects 
(Veblen effects, or the Giffen paradox) should be explained in terms of the sociological dynamic of 

attempted transition to upper-income classes, and role conflicts may help to explain irrational 

behavior. In general, market research investigates propensities within such category rather than 

investigating individual preferences. 

 Furthermore, to utilize this concept for the explanation of an economic phenomenon like 

elasticity, we refer to concept of household production. It is assumed that households work to 

transform the commodities bought on market to goods that satisfy their desires and they minimize 

their costs until the rationality of capitalistic production penetrates them. If the prices of a certain 

goods rise, generally, households will substitute for the methods of domestic production and surely 

strive against the shock of real-wages reduction. Furthermore, it considers that the demand over 

different goods in households is complementary to each other, and they can use different goods in 

order to fill the same desire: the character of the goods is important instead of goods itself. They 

purchase goods at a fixed rate to the customary (or cultural) range, and in order to fill their desire, 

they choose the production method that is lower in cost. These are responses of households when 

relative prices change.  

Various economists have described the idea of such household production, and Pasinetti 

(1981) has used Engel curves to represent learning processes in his theory of growth and structural 

change. However, it is difficult to take into account, within the concept of the Engel curves, change 

of social value accompanied by an accumulation process. For example, if the environment 

deteriorates through increased industrialization, income elasticity for goods such as a car will 

decrease, and elasticity of health foods will increase. 

 

Primitive Model 
This section aims to formulize the idea stated above; however, the formulization in this 

section is primitive and provisional. It is assumed that n classes exist and consumption baskets are 

hierarchical and fixed in each class: 

1 2( , , , )nC C C C= …… .                                (1) 

Within C, goods (x) contain a set in the order 1 2( , , )x x xω…… , and the amount of consumption of 



each good differs among classes. The individual belongs to some of these classes and chooses a 

single consumption basket in a certain period from baskets corresponding to the relevant classes. 

Choice of a basket is influenced by social convention, institution, and learning. However, people 

have never, for choice, chosen by means of calculation; it is impossible for people to choose 

completely rationally because of the practical limitations in data collection, cognition, computation, 

and execution. Therefore, an agent will choose a basket which fills the satisficing criterion to a 

certain extent: this satisficing criterion is formed by social convention, institution, learning, and 

habits.  

According to the satisficing criterion, an individual will choose a basket. Therefore, the 

basket that best fits the satisficing criterion should be chosen. The difference in choice is then 

expressed by probability, and it is assumed that the probability of choice of basket which conforms 

more closely to the criterion is high. jiα ( 0≥ ) is a probability for the j-th agent to choose the i-th 

class. For example, 12α  is the probability for the 1st agent to choose the 2nd class. Since n 

classes are considered now,  
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These probability distributions differ in each agent, and even in the same agent, they may change 

because of learning and environmental change. For example, in an average agent at a certain level 

of income, we may deduce that the probabilities near the middle of a hierarchy are of large value. It 

is likely that any individual will belong to certain adjoining classes, and so it is likely that the 

probability of our choosing a class of an income level widely different from our own will be of 

small value, or zero. However, although the probability of their choosing a class of a significantly 

higher rank is low, when a specific agent does indeed choose such a case, we may be able to 

consider that he is performing conspicuous consumption (Veblen effects). The expected total 

amount of consumption for every agent is 
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If it is assumed that m agents exist, then the expected total amount of consumption (d ) is 

1 1 1

, 1
m n n

i ji ji
j i i

d C α α
= = =

= =∑∑ ∑ .                            (3) 



The expected total amount of consumption is summed only after calculating the amount 

of expected consumption for each agent. If such a calculation is carried out, the macroscopic total 

demand of consumer goods can be directly derived from human behavior. Hildenbrand (1971) 

offered the Random Preference model (probabilistic model)13 in pure exchange economy. However, 

human being not only chooses at random and chooses depending on situation. Even if he considers 

that inner self chooses purely, he is restrained by external environments such as, institution, 

convention, lifestyle, routine, and neighbors’ behavior. Therefore, we may be able to interpret our 

society as the mechanism which restricts random tastes. The view of classical economics must be 

useful about this matter, because they think that the needs of individuals are determined by a 

society and it is not necessary to assume a homogeneous agent in those theories. 

 Now, if incomes change because of a change in the distributive variables, such as a rise in 

the real wage rate associated with a change in productivity, then wage earners get the opportunity 

to buy commodities that had not been part of their habitual consumption basket. If they exercise 

their option, then they acquire what should be considered, at least initially, as luxury goods; 

however, if they do not, then they save, or it may be more exact to say that “The budget constraint 

must be assumed to be weak in that there is no necessity to spend incomes fully” (Schefold 1990, 

p.188). Furthermore, in the absence of perfect foresight, there can be no definite commitment to 

purchase specific consumer goods in the future. If incomes increase, then people shift only to the 

consumption pattern of a higher class. In other words, agents imitate the consumption behavior of 

only higher-class people. Thereby, their behavior can be predicted based on ordering of consumers 

according to income classes. This yields an explanation of income elasticity of demand. 
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要旨 
近年の市場においてはイノベーションの影響により，従来の経済学の概念を用いるのは
困難になってきており，またマーケティングサイエンスや技術経営に基づいた企業戦略が
通じない場面が多々見られるようになってきている．ここ数年で多くのイノベーション研
究が行われているが，中でも本研究ではユーザーイノベーション現象に着目する．ユーザ
ーイノベーションが生じる市場では，消費者が需要者としてだけでなく供給者として存在
するため，消費者と企業の需給関係が従来の市場とは異なり，市場メカニズムが大きく変
化している．このユーザーイノベーション現象により，企業にとっては従来の市場へのア
プローチが通用しなくなり，新たな戦略策定を余儀なくされると我々は考えている．これ
まで，ユーザーイノベーションに関しては複数の実証研究が行なわれているが，ユーザー
イノベーションによる市場メカニズムと市場全体のダイナミクスを明らかにするまでには
至っていない．そこで，本研究ではエージェントベースアプローチを用いたマーケットダ
イナミクス分析のフレームワーク(CAMCaT フレームワーク)を用いてユーザーイノベーシ
ョンモデルを構築し，シミュレーションを行うことで従来研究から導いたユーザーイノベ
ーション仮説の検証を行い，さらには今後企業がユーザーイノベーションに対応するため
の戦略仮説を提示する． 
 
 
１．はじめに 
 
 ここ数年でコンピュータ技術が急速に発展し，さらには WEB2.0 の台頭に伴い，製品や
サービス市場において企業は従来の戦略を変化させなければならない必要性が生じてきた．
特に，近頃目を見張るのは企業のマーケティング活動の大きな変化である．WEBを用いた
マーケティングでは消費者データを収集して，特定の消費者特性を把握し，この特性に対
応したプロモーションが可能になった[4][9][11]．そのため，従来のマスマーケティングは
もとよりワンツーワンマーケティングやリレーションシップマーケティングを考えても，
WEBの利用はその性質から考えて実に有効活用できると考えられる [6][7]．一方で，企業
の技術戦略はコアテクノロジーを活かすことや，マーケティング部門との連携が重要視さ
れている．イノベーション促進のためにも技術こそが企業にとって重要であり，顧客への
アプローチも技術ベースで考えることが重要であると最近の技術経営関連の文献では語ら
れている[12][13][16]． 
 こういった背景の下で，本研究ではイノベーション研究に着目した．企業は急速な技術
革新や WEB2.0 の影響により戦略変化を迫られている中で，マーケティング理論に基づい
て消費者特性や選好を掴むことを重要視しているが，実はこれが企業にとって非常に危険
な意思決定であると我々は考える．その理由は，イノベーションのジレンマ[5]やユーザー
イノベーション[3][22]などのイノベーション研究におけるマーケティングに関わる議論が
従来のマーケティング理論とは食い違った見解を示しているためである．マーケティング
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理論はセグメンテーション，ターゲッティング，ポジショニング（STP）に見られるように
従来から属性での考え方を重視しているが，イノベーション研究ではその属性を重要視し
すぎると企業は失敗に追いやられると考えられている．これについては 3 章で詳しく述べ
ることにするが，我々の解釈においては，マーケティング理論では顧客を属性ベースで捉
えるのに対して，イノベーション研究では状況ベースで捉える点で大きな違いがある．た
だ，これらはどちらが良いというわけではなく双方の視点を必要とすると我々は考えてい
る． 
 このような背景やイノベーション研究の台頭のもとで，本研究では，特に今後企業を失
敗に追いやる可能性が高いと考えられるユーザーイノベーションに注目し，従来の企業戦
略が不十分であることを示すと同時に，それに対応するための仮説を提示する． 
本研究では従来のマーケット分析の手法とは異なり，エージェントベースアプローチを
用いてモデル化，シミュレーションを行い，マーケット分析を行なう．エージェントベー
スアプローチにおけるマーケット研究は従来から行なわれてはきたが，ミクロな相互作用
が仮定されていないものや，シミュレーション技術により制限されたものが多く，現実市
場の分析や予測において利用するのは困難であった．そこで，本研究では Takahashi and 
Ohori によって提案された従来のマーケット研究よりも現実市場に対応した市場分析のた
めのエージェントベースフレームワークである CAMCaT(Coevolutionary Agent-based 
Model for Consumers and Technologies)フレームワークによる補助によってモデリングお
よびシミュレーションを行なう[28]．本フレームワークについては 4 章で述べる． 
 
 
２．ユーザーイノベーション 
 
 イノベーターがメーカーなのか，サプライヤーなのか，もしくはユーザーなのかを捉え
ることは企業における研究開発とマーケティングの側面において非常に重要で，大いに役
立つと考えられている[3]．特にイノベーターがユーザーである場合，近年のユーザーのニ
ーズの多様化からその役割は非常に重要であると考えられているものの，メーカーやサプ
ライヤーのイノベーションに比べて，ユーザーが起こすイノベーションに関わる研究は少
ない．しかし，近年では多くの財でユーザーがイノベーションを起こす可能性が高くなっ
てきたことから，実証研究も増えてきている． 
生産財におけるユーザーイノベーションの研究としては PC-CADやOPACなどの研究が
ある．プリント配線基盤の設計ソフトウェアである PC-CADにおけるユーザーイノベーシ
ョンでは，電子回路の高密度化に伴って，ユーザー企業が PC-CADの能力に不満を持ち始
めたことから，ユーザー企業内で自らイノベーションを起こしソフトウェアの改良が行な
われた[23]．OPACにおけるユーザーイノベーションでは，各地域における図書館で抱える
問題を解決するために自ら OPACの改善を行っていることが確認された[27]． 
 一方で，消費財におけるユーザーイノベーション研究も行われている．シャープ・ザウ
ルスの事例では，MORE ソフトというという形でユーザーがザウルスのソフトウェアを独
自に作成することが可能であり，それらの多くが周りの利用者にとって利便性を挙げるも
のとなっている．また，企業インタビューにおいては，企業はユーザーイノベーションに
注視していることが分かっており，MOREソフトが今後も伝播していくと考えていた[15]．
アウトドアやスポーツ用品においてもアンケートなどによる消費者の調査が行われている．
この中ではイノベイティング・コンシューマー（innovating consumer）という市場での新
商品をいち早く購入し，新しい利用方法を発見し，商品を開発しようとする消費者に注目
している．特にアウトドア市場では調査対象の消費者のおよそ 3 分の 1 がイノベーション
のアイデアを持っていて，こういった消費者は商品の新しいニーズへの直面や既存商品へ
の不満足さなどに依存して自らイノベーションを行っていた．また，商品の利用頻度が高



 3 

い消費者がイノベーションを起こしやすいことも調査によって分かっている[19][20]． 
 このように，生産財だけでなく消費財においてもユーザーイノベーションは観測されて
おり，Hippel は市場において他の誰よりもいち早く市場ニーズを把握し，自分のニーズに
対する解決策を獲得して高い効用を得るためにイノベーションを起こすユーザーをリード
ユーザーと定義している． また，ユーザーイノベーションと従来のイノベーションの違い
や，リードユーザーが商品を購入するか自ら開発するかの意思決定の問題，イノベーショ
ンの無料公開などについてユーザーイノベーションに関わる実証研究に基づいて体系的に
述べていて，この研究は非常に興味深い[22]．一方で，濱岡は自ら開発し創造する能力を持
ち，他の消費者とコミュニケーションを行なう消費者をアクティブ・コンシューマーと呼
んでいる．こういった消費者の存在が原因で従来のマーケティングが通用しなくなること
を指摘しており，今後はマーケティング現象を消費者と企業との長期にわたるダイナミッ
クな相互作用として捉えるべきであると述べている[10]．上述した Hippelが言うリードユ
ーザーや濱岡が言うアクティブ・コンシューマーは自らの効用を最大化し経済財を購入す
る単なる需要者とは異なるため，もはや従来のマーケティングや経済学の概念が通用しな
くなってきている． 
 また，ユーザーイノベーションを考える上でもう一つ大きなマーケットの特徴としては
イノベーションコミュニティの存在である．コミュニティという場合にはオープンソース
ソフトウェアに関わる研究が多くなされてきた[26][29]．しかし，近年はスポーツ関連など
の消費財においてもイノベーションコミュニティが観測されている．Frankeらは，キャニ
オングやボーダークロスなどのスポーツコミュニティにおいて調査を行い，構成員が多様
で，イノベイティブな活動が行なわれていることが分かった．イノベーションコミュニテ
ィの特徴としては，コミュニティがイノベーションの可能性を持っているというよりも，
アシスタントの場としてのコミュニティであり，また，イノベーションの普及への役割も
担っていることが述べられている[26]． 
ここまでいくつかのユーザーイノベーションに関わる研究について述べてきたが，これ
らに限らず，実際ではあらゆる市場においてユーザーイノベーションが生じる可能性が高
い．今後，コンピュータ技術の発達によりユーザーイノベーションが頻繁に起こるように
なると製品開発の役割が企業（製造メーカー）からユーザーに移行してしまうため，企業
としては非常に危険な状態となり，最終的には淘汰されてしまう可能性さえもある．生産
財においてユーザー企業が製品開発を行う場合には開発時間が長くかかるため，イノベー
ションが生じるころには企業がそのニーズを捉え，ユーザーが求める商品を開発すること
が可能である．また，ユーザー企業は自ら起こしたイノベーションは自社のみで利用する
ことから，企業にとっては多少のシェアが奪われるものの短期的には脅威になるとは考え
づらい．しかし，消費財におけるユーザーイノベーションついては，企業がリードユーザ
ー（イノベイティング・コンシューマー）によって生じたイノベーションを捉えることが
困難であり，さらにはユーザー間でこのイノベーションが伝わっていくため，短い時間で
企業を破壊する可能性が高く，今後は企業にとって致命的になりかねない． 
そこで，本研究ではこの消費財市場を対象としたユーザーイノベーションモデルを構築
し仮説検証を行う．従来のユーザーイノベーションに関する研究では上述してきたように
複数の知見を得ることが出来ており重要な研究であるのは間違いないが，市場メカニズム
やマクロなダイナミクスを解明するまでには至っていないため，本研究ではこの視点から
ユーザーイノベーションの新たな知見を得ることを目的とする．  
 
 
３．ユーザーイノベーション仮説 
                                           
 本章では 2 章で述べたユーザーイノベーション研究や他のユーザーイノベーションに
関わる研究を考慮したうえで，消費財市場におけるユーザーイノベーションがもたらす市
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場ダイナミクスを仮説として提案する．また，これ以降でリードユーザーという言葉を使
用する場合にはユーザー企業ではなくイノベイティング・コンシューマーを指す． 
これまでのエージェントベースモデリングの研究では事例や実証研究から導いた命題を
クリアし，その上で仮説検証するという形でシミュレーションを行うことが一般的であっ
たが，本研究のように未だ命題を捉えることが困難な対象におけるダイナミクス研究は仮
説提唱のための研究となる．本研究で対象とするユーザーイノベーションも未だ市場メカ
ニズムが分かっておらず妥当性検証までに至ることは難しいが，基本仮説を他のイノベー
ション研究から演繹的に導き，それを検証することで仮説提唱のためのモデルが有効であ
ることを示す．その後，いくつかの設定においてシミュレーションを行うことで，企業が
とるべき戦略仮説を提示する． 
《基本仮説》 
「消費者の大部分に受け入れられる商品を生み出そうとする企業はユーザーイノベーショ
ンに対応できず，最終的にはその企業技術は淘汰される」 
ユーザーイノベーションが観測される前は，イノベーションは企業が起こすものであり，
消費者はそれを使用する立場にあった．もし，従来のマーケティング理論をユーザーイノ
ベーションが生じる市場においても採用すると，企業はセグメント化された消費者を単な
るニーズの集まりとして考えるため，その大部分に受け入れられるような平均的な商品を
作ることしかしないであろう．しかし，実際のニーズはセグメント化された中においても
非常に多様であるため，自社技術の強みを活かし，そのセグメント化されたユーザー全て
に受け入れられる商品を作っていてはやがてその商品は受け入れられなくなると考えられ
る．その理由としては，マーケットには市場ニーズをいち早く把握し，自分のニーズを満
たすために解決策を生むリードユーザーの存在があり，彼らは周囲の消費者へのニーズ伝
播や技術伝播を引き起こすため，企業が捉えている平均的なニーズが近い将来において全
く存在しないものとなってしまうからである．また，従来のイノベーション研究にイノベ
ーションのジレンマがある[5]．クリステンセンのバリューネットワークのフレームワーク
によれば，優良企業は彼らが抱える主要顧客の声に耳を傾けすぎると，その声は持続的な
イノベーションであるため失敗に陥るという．これをユーザーイノーションが生じる市場
において考えると，確かに消費者は持続的なイノベーションを要求してくるに違いない．
リードユーザーは破壊的なイノベーションを要求する場合もあるが，そういったイノベー
ションに対して企業は開発コストが掛かることから現在保有している技術で対応すること
が多い．そのため，リードユーザーは企業が開発した商品には満足することが出来ないた
め，はじめから企業に破壊的イノベーションを要求することは滅多にないと考えられる． 
 このように，クリステンセンのイノベーション研究に準えるとすると，リードユーザー
の持つ情報を企業が得ることは難しく，ユーザーイノベーションは企業にとって積極的に
反応できるものではない．結果として，企業の技術はリードユーザーの開発や情報の伝播
に最終的に対応することは出来ずに淘汰されてしまうと考えられる．4 章で提示するユーザ
ーイノベーションモデルはこの基本仮説を満たすかどうかでモデルの是非を判断する． 
 次に，イノベーションコミュニティに関わる 2 つの仮説を提示する．イノベーションコ
ミュニティとは，ある市場において，リードユーザーが存在し，ユーザー間でコミュニケ
ーションが可能な情報伝達経路で相互に接続されたユーザーネットワークとここでは定義
する．イノベーションコミュニティに関する実証研究は複数行なわれているが，各コミュ
ニティについての活動は異なるため，このような広義になってしまった[24][25][26]．主な
機能としては共同でのイノベーション創出やイノベーションの普及速度の向上などが挙げ
られるが，まだ研究途上のためここでは定義に入れなかった．しかし，イノベーションコ
ミュニティが担う役割について我々は注視しており，おそらく市場にとっての最善の策に
なると考える． 
《仮説１：市場の失敗》 
「イノベーションコミュニティが存在することにより市場の失敗が解決され，効率的に技
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術開発が行なわれるようになる」 
まず，ここで言う市場の失敗についてであるが，これは Hippelの文献の中では，経済学で
述べられているように外部性や公共性などが原因で市場均衡が効率的にならないことを指
しているのではなく，単に市場全体にとって非効率が生じていることを指す[22]． 
消費財におけるユーザーイノベーションはメーカーやサプライヤーが起こすイノベーシ
ョンに比べて，その発生を他者が知るのは非常に困難である．そのため，市場全体ではイ
ノベーションの同時性により，あらゆるところで同等のイノベーションが発生するため，
市場にとって非効率をもたらすと考えられている．Hippel はマーケットにおける複雑性を
排除して簡単な意思決定の定量モデルを構築し，リードユーザーが商品を購入するか自ら
作るかの意思決定を取引コストの影響に焦点を当てて考察している．この中で市場の失敗
についても議論がなされており，リードユーザーは市場の失敗が起きたときに，企業に問
題解決を任せるよりもより低い取引コストで対応できるコミュニティのような形態を探す
動機を持つと述べられている[22]．しかし，このモデルにおけるユーザーは消費者ではなく
ユーザー企業を対象としており，また，あくまでも説明のためのモデルであって，これが
市場全体のダイナミクスを解明することは困難である．本研究ではユーザーイノベーショ
ンモデルがこの仮説を支持するかどうかを検証する． 
《仮説２：ユーザーイノベーションへの対策》 
「企業は消費者の平均像を掴むという従来の戦略からイノベーションコミュニティにおけ
るニーズや技術を把握する戦略に変えることで技術淘汰を防ぐことができる」 
企業は今後市場においてイノベーションのジレンマに続く，ユーザーイノベーションの
ジレンマに陥ることになると我々は考える．それは企業が従来のマーケティング理論に基
づき，STP を行い，さらには自社のコアテクノロジーを活かして，消費者集団もしくはセ
グメントの平均像のみにフォーカスするあまりユーザーイノベーションには対応できなく
なるというものである．これに企業が対応する方法としてイノベーションコミュニティへ
のフォーカスとその操作が挙げられる．WEB2.0 の台頭により，今後イノベーションコミ
ュニティにおいての活動が活発に行なわれるようになると，企業はイノベーションコミュ
ニティに常に注視することで，ユーザーのニーズとリードユーザーのイノベーションを吸
い上げることが，ユーザーイノベーションに対応するための最善の戦略であると考えられ
る．この仮説は仮説 1 とは異なり企業側からの視点であり，事例などではあまり多く観測
はされていないが，今後間違いなく重要となってくると思われる企業戦略の一つである．
Hippel の文献[22]においてもイノベーションコミュニティの技術の利用については述べら
れているが，それがどの程度有効かについては分かっていない．この仮説はイノベーショ
ンコミュニティをフォーカスした際の企業と基本仮説における企業の進化過程を比較する
ことで検証する． 
 以上の基本仮説と 2 つの仮説をシミュレーション実験により示すことが出来れば本研究
のモデルは今後の市場における一つの指針を与えることが可能であると考えられる．  
 
 
４．ユーザーイノベーションモデル 
 
 本章ではユーザーイノベーションが生じる市場における経済主体である消費者や企業，
そして経済財を 1 章で述べたように，エージェントベースアプローチによりボトムアップ
的にモデリングを行なう．その際にマーケットダイナミクスを捉えるために有効であると
考えられている CAMCaTフレームワークの支援を受けた(図 1)．CAMCaTフレームワーク
の最大の特徴は消費者と企業が異なる適応度関数をもっており，消費者の進化が企業の進
化に影響を与え，企業の進化が消費者の進化に影響を与えることで共進化を実現し，現実
市場に近い振る舞いを示すことが可能な点である．CAMCaTフレームワークは，従来研究
において，市場の基本特性や標準化問題におけるマーケットデザインなどについての研究



 6 

が行なわれており，マーケットダイナミクス分析に非常に適したフレームワークであると
考えられる[28][8]． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1．CAMCaTフレームワークの概要図 
本研究でのユーザーイノベーションモデルは CAMCaTフレームワークと同様に消費者集
団，企業集団，商品の 3 つから構成する．各構成要素について 4.1～4.3 で詳しく説明する． 
 
4.1 商品 
 市場には消費者が評価する複数の属性軸をもった商品が存在する．CAMCaTフレームワ
ークにより支援を受けた従来研究では，商品は企業から商品空間に投入され，それを消 
費者が評価し，企業と消費者が互いに影響を及ぼしあっていたが，ユーザーイノベーショ
ンモデルでは消費者も商品を投入するため，必ずしも商品空間に商品が投入されるとは限
らない． 
 
4.2 消費者集団 
 消費者集団には複数の消費者からなる消費者ネットワークが存在する．各消費者はそれ
ぞれ染色体表現された内部モデルを持ち，それに従い自らの商品選択，商品開発に関わる
意思決定を行う．その後，内部モデルを進化的学習により修正することで意思決定の変更
を行なう．以下では，消費者内部モデルと消費者行動モデルについて詳しく説明する． 
4.2.1内部モデル（染色体） 
 消費者はユーザーイノベーション市場で意思決定の際に考慮されるパラメータを染色体
として有する．染色体は開発可能性，他者依存度，ネットワーク，選好，保有技術という 5
つのパラメータからなる． 
開発可能性とは，市場における消費者の役割であり，消費者がイノベーションを起こす
ことを考えているリードユーザーなのか，それとも商品購入だけを行なう一般消費者なの
かを表現するものである．他者依存度とは，市場において消費者が購買の際に市場の流行
に対してどの程度影響を受けるかの度合いであり，ロジャーズのイノベーター理論におけ
る消費者の分布を表現するものである[2]．ネットワークとは，消費者がどの消費者とエッ
ジが貼られているか，イノベーションコミュニティに属しているかを表現するものであり，
ユーザーイノベーションにおけるキー概念である情報の非対称性や粘着性に関わる．情報
の非対称性に関わる問題としては，企業は自らの技術に対する専門家であるため自社のコ
ア技術に依存した商品を作るが，消費者は自らのニーズに対する専門家であるため，企業
のコア技術に依存した商品よりも自らのニーズを満たす商品こそが最適解として存在して
しまう．また，情報の粘着性に関わる問題としては，消費者が持つニーズ情報や技術情報
は非常に粘着性が高く，低コストでは移転が出来ないため，企業はどこに消費者情報があ
るかを探すことが非常に困難となる．これらの問題から，消費者が持つ暗黙的で粘着性の
高い情報は企業に情報移転を行なうことが困難になり，さらに消費者がイノベーションを
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達成しても周囲の人で使うことが多く，企業は消費者進化の影響を受けづらくなるため，
共進化が妨げられることになると考えられる．選好とは，消費者が商品を評価するための
商品属性に対するカットオフ値やウェイトを表現したものであり，従来の CAMCaTフレー
ムワークを用いた研究に準ずる．保有技術とは，消費者が持つ自らの職業や趣味などに依
存した非常にニッチな技術を表現したものであり，この技術を用いて企業には困難な商品
開発を行なう． 
4.2.2 商品選択 
 消費者は自らの染色体に基づいて最も効用の高い商品を選択（購入）する．このときに
消費者が用いるパラメータとしては他者依存度，ネットワーク，そして選好である．消費
者は企業から投入された商品空間にある複数の商品と，自身とエッジの貼られたリードユ
ーザーが作った商品やコミュニティ内で公開されている商品を評価対象商品とし，その中
から選好に基づいてカットオフされずに残った商品を効用関数により効用を算出し，最も
効用の高い商品を選択する． 
4.2.3 商品開発 
 リードユーザーは商品投入をするかどうかの意思決定を行い，投入を決めたリードユー
ザーは商品開発関数に基づいて商品を開発し，投入する．このフェーズがユーザーイノベ
ーションを表現しており，対象とする市場によってその頻度や商品の投入先を考慮する必
要がある． 
4.2.4 進化的学習（選好） 
 消費者は商品選択に関して，自らの選好を評価する．このとき，消費者は自らの選好が
認知努力の削減にどれだけ有効であったか，市場ニーズと比べてどの程度適切であったか
などが考慮される．この評価に従って消費者の選好は修正される．この内部モデルの修正
は進化的学習と呼ばれ，市場への適応が高い消費者の選好が市場に残っていく．本研究で
は選択的交叉・突然変異という一連の遺伝的操作により進化的学習を表現し，現実市場に
おける含意としては消費者間のバンドワゴン効果や情報交換，情報収集などに対応してい
る．また，選択的交叉は本研究で新たに提案する遺伝的操作であり，5 章で詳しく述べる． 
4.2.5 進化的学習（保有技術） 
消費者は開発に関して，自らの保有技術を評価する．このとき，消費者は自らの技術に
よりどの程度他人に受け入れられたか，名声を得ることが出来たか，自分のニーズを満た
すことが出来たかなどが考慮される．この評価に従って消費者の保有技術は修正される．
この保有技術の修正にも進化的学習を用いており，選好と合わせて消費者の内部モデルに
は二つの進化的学習プロセスが働いていることになる．保有技術に対しても選択的交叉・
突然変異という一連の遺伝的操作により進化的学習を表現し，現実市場における含意とし
ては消費者間の共同開発や技術アシスト，技術普及などと対応している． 

 
4.3 企業 
企業集団には複数の企業が存在する．各企業も消費者と同様にそれぞれ染色体表現され
た内部モデルを持ち，それに従い商品開発・投入に関わる意思決定を行う．その後，内部
モデルを進化的学習により修正することで意思決定の変更を行なう．以下では，企業内部
モデルと企業行動モデルについて詳しく説明する． 
4.3.1内部モデル（染色体） 
 企業はユーザーイノベーション市場に関わらず，従来の CAMCaTフレームワークを用い
た研究と同様に意思決定を行うため基本的には従来研究のパラメータである戦略と保有技
術を染色体として有する．しかし，本研究で示したい企業行動の一つに企業視点を変える
という戦略的行動があるために，上述の 2 つのパラメータに加えて，周囲状況パラメータ
を染色体に加える． 
戦略とは，本研究では技術戦略を表し，企業がどの技術を重視して技術獲得を行おうと
しているのかを表現する．保有技術とは，投入商品に反映される技術のことで，複数の技
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術属性の集合として表現される．周囲状況とは，企業の環境として認識できる範囲を表す．
従来の研究では商品空間のみを企業の認識できる範囲として定められていたが，本研究で
与える仮説ではこの認識の範囲が企業にとって致命的になると考えているため，このパラ
メータを加えることで新たな企業戦略を提案する． 
4.3.2 商品投入 
 企業は自らの染色体に基づいて商品投入の意思決定を行い，商品を商品空間に投入する．
このときに企業が用いるパラメータは保有技術である．企業は商品投入の意思決定をした
際には保有技術を商品開発関数に基づいて商品を開発し，商品空間に投入する． 
4.3.3 進化的学習 
 企業は商品投入に関して，自社の内部モデルを評価する．その際に，商品空間で自社の
商品がどの程度シェアを得ているか，自社技術が市場において通用しているかどうか，今
後自社技術だけで開発を行っていてリスクはないのかなどが考慮される．その評価に従っ
て企業の内部モデルは修正される．この内部モデルの修正は消費者同様に，市場への適応
が高い企業の内部モデルが市場に残っていくように行なわれる．本研究では選択・交叉・
突然変異という一連の遺伝的操作により進化的学習を表現し，現実市場における含意とし
ては技術提携やクロスライセンス，技術開発などと対応している． 
 
 
５．シミュレーションモデル 
 
 本章では，4 章でのモデル表現をシミュレーションが行なえるように数理的モデルとして
抽出する．この部分に関してはエージェントベースシミュレーション技術がまだ確立され
ていないことからも，非常に困難な部分ではある．しかし，本研究で支援を受けた CAMCaT
フレームワークの従来研究により，そのシミュレーションモデルの有効性が述べられてい
ることからもこれらに準じた効用関数や遺伝的操作を最大限利用してモデリングを行なう． 
シミュレーションフローは，消費者集団と企業集団を初期生成し，それぞれのモデルに従
ったフローとなっている（図 2）．以下ではこのフローの順にシミュレーションモデルを説
明していく． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2．シミュレーションフロー  
 
5.1 商品のシミュレーションモデル 
 商品には 5 つの属性軸を与え，各属性値の最大値を 100 とする．本研究では対象商品を
定めていないが，特定市場を対象とする場合には，その市場において消費者が評価する際
に考慮する評価軸を商品の属性軸とする． 
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商品 iの属性 )( ikaA= , }100,,2,1{ K∈ika  
ただし，商品ナンバー li ,,2,1 K= とし，商品属性 5,,2,1 K=k とする． 

5.2 消費者エージェントのシミュレーションモデル 
 消費者集団には購買もしくはイノベーションを起こそうとする消費者エージェントが
100 人存在する．初期集団が生成された後，5.2.2-5.2.5を 1 世代として，これを 500 世代
繰り返す．ここで世代という言葉を用いたのは進化的学習に遺伝的操作を用いているため
である．この世代は現実世界においては商品選択サイクルや情報交換サイクルなどに対応
している． 
5.2.1 初期集団生成 
 各消費者エージェントの染色体は開発可能性 I ，消費者が流行商品に対してどの程度敏
感であるかを表す他者依存度D，どの消費者と知人関係にあるかを表すエッジ E，イノベ
ーションコミュニティに加入しているかどうかを表すコミュニティ N，各商品属性軸に対
するカットオフ値C，商品購入を行う際に重点を置く属性を決定するウェイトW ，商品開
発の際に必要とする保有技術Tからなる． 

消費者 iの染色体= ),,,,,,( TWCNEDI   
開発可能性 )( iiI = , }1,0{∈ii ， 他者依存度 )( idD = , 10 ≤≤ id  
エッジ )( ijeE = , }1,0{∈ije ， コミュニティ )( inN = , }1,0{∈in  

カットオフ値 )( ikcC = , }100,,2,1{ K∈ikc ， ウェイト )( ikwW = , 1=∑
k

ikw  

保有技術 )( iktT = , }100,,2,1{ K∈ikt  
ただし，消費者ナンバー 100,,2,1, K=ji ，商品属性 5,,2,1 K=k とする．また， 1=ije の場合
は消費者 iが消費者 jとエッジが貼られていることを表し， 1=in の場合は消費者 iがコミュ
ニティに参加していることを表す． id の値は小さい方が他者依存度も小さく，ロジャーズの
イノベーター理論におけるイノベーターやアーリーアダプターを表す． 
次に，消費者ネットワークの生成について説明する．消費者ネットワークはイノベーシ
ョンコミュニティの研究を参考に構築することが最良ではあるが，ネットワーク指標に関
わる研究までは現在行なわれていない． Hippelによるイノベーションコミュニティの定義
でもコミュニケーション手段による情報伝達経路で相互接続された個人や企業で構成され
るノードと述べられており，これではネットワーク指標を表現できるほど詳細ではない[22]． 
内田らによる SNS のネットワーク構造を分析した研究を参考にすると，SNS が CNNモデ
ルに類似していることが分かっており，今後はWEB上のやりとりがイノベーションコミュ
ニティにおいても行われることを考えるとネットワークの与え方はCNNモデル[18]が良い
とも考えられる[1]．しかし，シミュレーションを行った際にネットワークに依存した結果
が生じる可能性もあるため，多くの現実市場におけるネットワークが冪乗分布に従うこと
が知られていることからも BAモデル[17]でのシミュレーションも試みる．また，本研究で
はエッジによるネットワークだけでなくイノベーションコミュニティの発生が必要であり，
三井らの研究で行われている CNN モデルを発展させたノードとコミュニティを生成する
モデルを参考にして CNN改良モデルを構築する．本研究ではこれを用いて消費者のエッジ
とイノベーションコミュニティを同時に生成する[14]． 
《消費者ネットワーク生成モデル（CNN改良モデル）》 
1 消費者のみの初期状態から以下の 1)~3)を確率的に行うことを繰り返し，消費者が 100 人
に達成したところで終了する． 
1) 確率 pで新消費者を追加し，ランダムに選択した既存消費者 iとエッジを貼る．その際，
新消費者と選択消費者 iの全ての隣接消費者とのエッジを次のエッジ候補となる潜在的エ
ッジとして保存する．また，選択消費者 iがイノベーションコミュニティに参加している場
合には，イノベーションコミュニティと新消費者とのエッジを，次のリンク候補となる潜
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在的コミュニティリンクとして保存する． 
2) 確率qで，潜在的エッジのどれか 1 つを選び実際にエッジを貼る．その際，新しくエッ
ジの貼られた消費者 i， jについて，消費者 iとエッジの貼られている全ての消費者と，消
費者 jとのエッジを，次のエッジを貼る候補となる潜在的エッジとする．また，消費者 jと
エッジの貼られている全ての消費者と消費者 iとのエッジを，次のエッジを貼る候補となる
潜在的エッジとする．消費者 iとイノベーションコミュニティがリンクされている場合には，
イノベーションコミュニティと消費者 jとのエッジを，次のリンク候補となる潜在的コミュ
ニティリンクとする．また，消費者 jとイノベーションコミュニティがリンクされている場
合には消費者 iとイノベーションコミュニティのエッジを次のリンク候補となる潜在的コ
ミュニティリンクとする． 
3) 確率 qp −−1 で，潜在的コミュニティリンクのどれか１つを実際にリンクする．その際，
イノベーションコミュニティと，消費者 iとエッジの貼られている全ての消費者とのエッジ
を，次のリンク候補となる潜在的コミュニティリンクとして保存する．また，新しくコミ
ュニティに参加した消費者 iとそのコミュニティに参加している既存消費者とのエッジを
潜在的エッジとして保存する． 
5.2.2 商品選択 
 各消費者は自らのエッジやコミュニティと全消費者が共通に認識できる商品空間に存在
する商品の中から，以下の消費者 iの商品 jに対する効用関数を用いて自らの効用を算出し，
最も効用の高い商品を購入する．また，対象とする市場によってはコミュニティが存在し
ない場合もあるので消費者の購買範囲についてはシミュレーションの際に市場にあわせて
設定する必要がある． 

j
k

iijkik
k

iijkkij cdawdabu *))1(**)(**( ∑∑ −+=  

kb は流行商品の属性値をウェイト表現したものである． ijka は消費者 iが商品 jの属性 kに
対して付けた評価値であり，これは商品を認識した際に商品属性の値を平均とした正規分
布により算出されているため，同じ商品に対しても消費者の認識の違いが表現されている．
∑の 2 項のうち前項は流行商品のウェイトをもとに算出した効用であり，後項は自らの商
品属性に対するウェイトにより算出した効用である．この 2 項を他者依存度に従ってどち
らに重みを置くかを算出している．また， jc は商品 jをカットオフした場合は 0，しない場
合は 1 と表現される． 
5.2.3 商品投入 
商品を開発してイノベーションを起こそうとするリードユーザー )1( =ii は，商品を自らの
知人がフォーカスできるエッジやイノベーションコミュニティに商品投入を行う．ユーザ
ーイノベーションに関わる実証研究では，消費者は思いつきやエージェンシーコストの影
響，もしくは自らの楽しみのために商品開発を行うことが分かっている．これらから分か
るように商品投入のタイミングは消費者ごとに異なるため，本研究ではある一定の商品投
入確率 pCrelease で商品投入の意思決定を行う．投入を決定した場合には以下の開発関数に
従ってどの属性の開発を行なうかの意思決定を行う． 





=
developnot

adevelop
develop ik

i   
otherwise

tckif ikik )( <∃  

これは，消費者 iは自らのカットオフ値よりも高い技術を持っている場合にはその属性の
開発を行なうことを意味している．直近に買った商品の属性のうち開発を決めた属性を自
らの技術 ikt を用いて ika に改善することで自らの効用を上げることを試みる．本研究では
各技術属性に対しては意味を与えていないので単純に技術属性と商品属性を 1対 1対応さ
せる．この商品投入のフェーズがユーザー自らのニーズにおける問題を解決するユーザー
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イノベーションに当たる部分である． 
5.2.4 自己評価 
 消費者は市場における商品選択や商品購入という一連の活動を行なった後，自己評価を
行なう． 
《商品選択後評価》 
消費者は商品購入の意思決定が正しかったかどうかを以下の適応度関数に従って自己
評価する． 

)(*)/1()1( Trendwmaxcutwsumcutwncutwifp dcba +∗+∗+−∗=  

ただし， 1=+++ dcba wwww  
各消費者はカットオフされずに残る商品( ncut )が多すぎると商品属性を正確に認知するこ
とが比較的に困難になるため，カットオフ値の和( sumcut )は高い方がよいが，カットオフ
値の最大値( maxcut )が高すぎるとその属性の認知を誤りやすくなり，また，市場における
流行商品と自らのカットオフ値の差( Trend )が大きすぎると市場で望む商品を得ることが
出来なくなるため，評価が低くなることを適応度関数は表している． 
《商品投入後評価》 
消費者は商品投入により知人から名声を得ることができたか，もしくは周囲のイノベー
ションに貢献できたかを以下の適応度関数に従って自己評価する． 

sumtechwmaxtechwovercutwsharewft dcbai *)/1( +∗+∗+∗=  
ただし， 1=+++ dcba wwww  

各消費者は自らの製品を周りの人に使ってもらえること( share )は周りから名声を得ると
いったベネフィットがあるため，高く評価される．また，技術を多く持っている場合
( sumtech )や，自らのニーズを上回る技術( overcut )を持っている消費者は開発能力が高く，
アシストも行ないやすいので高く評価されるが，あまりにも技術が高すぎる(maxtech )と周
りの利用者が認知できなかったり，自らのカットオフ値を大きく上回ってしまい，自らが
商品の良さを判断できなくなってしまうため，評価が低くなることを適応度関数は意味し
ている． 
5.2.5 選好・技術の学習 
消費者は自己評価した後，自らの選好と技術を修正する．本研究では染色体で表現され
た内部モデルの一世代における修正を進化的学習と呼ぶ．進化的学習には遺伝的操作を用
いる．本研究では一般的な遺伝的アルゴリズムのように個体自体の淘汰，再生は行なわず，
5.2.4の評価に基づいて選択的交叉と突然変異を用いた．また，消費者の進化的学習プロセ
スは選好と保有技術で各々作用している． 
《選好の進化的学習》 

)(i 選択的交叉 
この選択的交叉は本研究で新たに提案する遺伝的操作である．従来は集団におけるバンド
ワゴン効果を選択によりいくつかの染色体が淘汰されることで表現を行なっていたが，本研
究ではバンドワゴン効果をエッジやコミュニティ内での情報伝播の形で明示的に表現する．
選択的交叉はエッジとコミュニティ内とでそれぞれ行なう．消費者を一人ずつ順番に取り出
し，その消費者とエッジの貼られている消費者をランダムに交叉相手として取り出す．選択
的交叉を行うかどうかは選好に対する選択的交叉確率 pPcrossによって決定する．選択的交
叉を行なう決定をした場合には，5.2.4 における自己評価値に基づいて 2 者の適応度を比較
する．その後，図 3 のように適応度の高い消費者のマスクのかかっていない部分のカットオ
フ値を適応度の低い消費者に複製する．また，この選択的交叉はウェイトにおいても同様に
行うが，交叉後には標準化して和が 1 になるようにする．本研究でこれを選択的交叉と呼ぶ
のは一様交叉において適応度の低い方の消費者属性のみが淘汰されていることに由来する．
この操作はマスクのかかっていない属性が消費者間で話題となった情報を表しており，それ
が消費者間で伝達することを意味している． 
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図 3．選択的交叉  
)(ii 突然変異 
各消費者は選好突然変異確率 pPmutに従って突然変異を行なう．これは消費者の情報収
集による選好の変化を意味している． 
《保有技術の進化的学習》 

)(i 選択的交叉 
保有技術も選好と同様に消費者間において選択的交叉が行なわれる．ここでは用いる技
術の選択的交叉確率を pTcross とする．これは技術を持っている人が知人に対して技術を
与えることでイノベーションのアシストを行なうことを意味している． 

)(ii 突然変異 
各消費者は突然変異確率 pTmutに従って突然変異を行なう．これは消費者が潜在的に持
っている技術が市場における製品に利用可能であることの気付きやひらめきを意味して
いる． 
 
5.3 企業エージェントのシミュレーションモデル 
 企業集団には技術開発を行い，市場に商品投入をすることでシェアを取ることを目的と
する企業エージェントが 10 企業存在する．初期集団が生成された後，5.2.2-5.2.4 を 1 世代
とし，消費者集団の行動に沿ってこれを 500 世代繰り返す． 
5.2.1 初期集団生成 
 各企業エージェントの染色体は，どの技術に重視して商品開発を行うかを判断し提携先
を決めるために用いられる技術戦略C，商品に反映される保有技術T，企業環境としてど
こにフォーカスするかを決める周囲状況 Sからなる． 

企業 iの染色体= ),,( STC  
技術戦略 )( ikcC = , ∑ =

k
ikc 1， 保有技術 )( iktT = , }100,,2,1{ K∈ikt  

周囲状況 )( isS = , }1,0{∈is  
ただし，企業ナンバー 10,,2,1 K=i ，商品属性 5,,2,1 K=k とする．また， 1=is の場合は商
品空間へのフォーカスを重視し， 0=is の場合は消費者集団におけるイノベーションコミ
ュニティへのフォーカスを重視する．CAMCaT フレームワークを用いた従来研究では企
業は商品空間のみの状況把握が可能であったが，この周囲状況 Sを取り入れることで企業
は消費者集団の状況についても把握することが可能となる． 
5.2.2 商品投入 
 企業 iは一定の確率 releasepF によって商品投入を行なう．本研究では企業間における商
品投入頻度の違いについてはユーザーイノベーションにおける問題状況と大きな関わりが
ないため優劣を与えない．企業は商品投入の意思決定をした場合には保有技術 T を投入商
品の属性 Aに変換することで商品を製造し，商品空間に投入する．本研究では各技術属性
に対しては意味を与えていないので単純に技術属性と商品属性を 1 対 1 対応させる． 
5.2.3 自社評価 
企業は商品投入後，市場において自社の商品や技術が受け入れられているかを以下の適
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応度関数に従って自社評価する． 
sumtechwselfvaluewriskwsharewf dcbai ∗++−+∗= *)1(*  

∑ ∗=
k

ikik tcselfvalue ， ∑∑ −−+−=
k

ckik
k

ipkiki atsatsrisk ||*)1(||*  

ただし， 1=+++ dcba wwww  
企業が市場で優位というのは市場シェア（ share）を得ており，技術の総和( sumtech )が高
く，自社技術と技術コンセプトがうまく適合( selfvalue)している方が良い．また，自社技
術と流行商品の属性が離れている度合い（ risk ）が小さい方が市場において高い評価を得
ることを適応度関数は示している．risk は商品空間を重視している企業( 1=is )は商品空間
における流行商品 pとの差を，一方で，イノベーションコミュニティを重視している企業
( 0=is )はコミュニティにおける流行商品cとの差により算出される． 
5.2.4 技術の学習 
 企業は消費者集団とは異なりネットワークを生成していないので，企業集団での進化的
学習は従来研究と同様に )(i 選択， )(ii 交叉， )(iii 突然変異というプロセスで行なった．ま
た，企業で進化的学習の対象となるパラメータは技術戦略と保有技術であり，これらは同
時に学習する． 
《進化的学習》 

)(i 選択 
企業評価に基づいて染色体の選択を行う．技術選択には Bakerの線形ランキング選択を
用いる．ここでランキング選択を用いたのは企業集団の数は消費者数に比べて少なく，ル
ーレット選択などの他の選択方法による初期段階での収束を防ぐためである．予備実験で
ルーレット選択を用いたが，この場合はバンドワゴンを掴んでいなくても一過性の流行を
掴んだ企業がその時点で他企業技術を飲み込んでしまい，現実社会においては考えづらい
市場競争の結末が生まれてしまった． 

)(ii 交叉 
各企業は消費者集団とは異なり，ネットワークが貼られていないので，集団全体からラ
ンダムに 2 個体を選び，交叉確率 pCross で交叉させる．本研究で用いる交叉は一様交叉で
ある． 

)(iii 突然変異 
各企業は突然変異確率 pMutに従って突然変異を行なう．このとき周囲状況 1=is の場合
は自社技術を用いた技術開発を行い， 0=is の場合はイノベーションコミュニティにおけ
る商品を利用して技術開発を行なう． 
 
 
６．シミュレーション結果 
 本章では 3 章で提示した基本仮説を示すことでモデルの妥当性を確認すると共に，ユー
ザーイノベーション市場における仮説の検証を行なう．基本仮説を示すために表 1 のよう
なパラメータ設定でシミュレーションを行なった． 
《シミュレーション 1: 立ち上がり問題の解消》 
リードユーザーが商品投入を行なわない状態で，市場に商品が普及し，企業技術が向上し，
消費者の選好が進化していることを確かめるためのシミュレーションを行なった．図 4 は
市場において 100 人中何人の消費者が商品を選択しているかを示したものであり，図 5 は
消費者選好における適応度の推移を示したものである．CAMCaT フレームワークを用い
た従来研究では市場における立ち上がり問題の考察が行われている[28]．企業の技術進化
が速い場合には消費者はその技術を認知することができず，市場においてカットオフが困
難になり，消費者の市場への満足度（適応度）が向上しない．一方で，消費者選好の進化
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が速く，企業の技術進化が遅い場合には，消費者は商品を一切購入しなくなる．このよう
な互いがうまく進化していく状況が市場に生まれない立ち上がり問題が生じる場合には
需給関係成立せず，それ以降の考察は意味のないものとなってしまうために CAMCaTフ
レームワークを用いた研究では，立ち上がり問題が解消できているかを確認する必要があ
る．本モデルでは図 4，5 のように商品選択が常に行われ消費者の進化が達成されている
ことから立ち上がり問題は解消されていることが分かる． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 1． パラメータ設定 

   図 4． 商品選択数推移                 図 5．消費者選好の適応度推移  
 
《シミュレーション 2: リードユーザーの存在》 
 イノベーションを起こそうとするリードユーザーを市場に 15%存在するようにランダ
ムに発生させた場合のシミュレーションを行なった．本シミュレーションではリードユー
ザーは自ら開発した商品をエッジ上にのみ公開するので，知人だけがリードユーザーのイ
ノベーションを利用できる．また，企業の周囲状況パラメータ 1=is と設定することで，企
業は商品空間のみをフォーカスし，消費者集団へのアクセスは不可能とする．消費者ネッ
トワークは CNNモデルを採用し，図 6 のようなネットワークを生成した．また，リード
ユーザーの商品投入開始世代を 50 とした．図 7 は企業が開発した商品とリードユーザー
が開発した商品が選択された推移を示したものである．ネットワークは図 6 のように一部
のエージェントが高い次数を持つ冪乗分布になっている．この中でリードユーザーは自ら
の知人に商品を紹介し，利用してもらえるように技術開発を行っている．その結果，図 7
のように徐々にリードユーザーの商品が消費者に選択されていく．企業はリードユーザー
にアクセスすることは不可能であり，リードユーザーの商品は商品空間には公開されない
ことから企業はこのシェア変化に気付くことはできず，やがて企業のシェアは減っていく．
本研究ではネットワークの成長については考慮していないことからシェアはリードユー
ザーと繋がっている消費者数までしか伸びないが，現実市場ではネットワークは成長する
ため，企業はシェアを全く得ることが出来なくなる可能性があると考えられる． 
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図 6． 消費者ネットワーク (CNN)      図 7．商品選択数推移（コミュニティなし） 

 
《シミュレーション 3: コミュニティの生成》 
 シミュレーション 2 の条件に加えてイノベーションコミュニティを発生し，コミュニテ
ィ内における消費者間の情報交換を可能にした．また，発生したコミュニティには全エー
ジェントのうち32%が属していた．このときの商品選択数の推移を示したのが図8である． 
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図 8．商品選択数推移（企業，リードユーザー） 

コミュニティが存在することによって消費者の情報交換は活発になり，企業の技術を上回
る商品がリードユーザーの手によって開発されていることが図 8 より分かる．これはリー
ナスの法則で述べられている「Given enough eyeballs， all bugs are shallow.（目玉の数
さえ十分あれば，どんなバグも深刻ではない）」に類似しており，ユーザー一人ひとりは
企業の技術に劣っていてもそれが多数になれば企業を上回ることが可能なのである[21]．
また，リードユーザーの技術力はコミュニティがない場合に比べ，コミュニティがある場
合は 1.25 倍の技術力になっていた．コミュニティがない場合はリードユーザー間の相互作
用が少なく商品開発に利用できる技術交換が行なわれないため，リードユーザー個人で商
品開発に利用できる技術をひらめき開発しなければならない．そのため，市場のあらゆる
ところで同様の技術開発が行なわれていることになる．しかし，コミュニティが存在する
ことで技術交換が促進され，効率よく技術利用と商品開発が可能となり，企業を上回る技
術力を得ることができたと考えられる． 
 
《シミュレーション 4: リードユーザー対策》 
 企業がユーザーイノベーションに対応することはここまで見てきて非常に難しいこと
が分かった．我々は，企業がユーザーイノベーションに対応できない原因が，市場におい
て商品空間における流行商品を追うことが良いと判断してしまっていることだと考える．
つまり，企業がユーザーイノベーションに対応していくためには商品空間に目を向けるの
ではなく，イノベーションコミュニティに目を向けることが必要であると考えられる．本
シミュレーションでは企業の周囲状況パラメータ 0=is と設定することで，企業はコミュ
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ニティでの流行商品を追随し，コミュニティの商品を利用した技術開発が可能であるよう
にシミュレーションモデルの設定を行なった．このときの商品選択数推移は図 9 である．
また，シミュレーション 3 のときと比べてリードユーザー対策を行った場合の企業の市場
適応度推移を示したのが図 10 である． 

 

0
20
40

60

80
100

1 49 97 145193241289337 385433481
商品選択サイクル（世代）

商
品
選
択
数

企業 リードユーザー  

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1

1 49 97 145193241289 337 385 433 481
商品投入サイクル（世代）

市
場
適
応
度

対策あり 対策なし  
図 9．商品選択数推移（対策あり）       図 10．企業の適応度推移  

図 9 よりリードユーザーと企業のシェアの取り合いが行なわれていることが分かる．図 10
を見てもわかるように企業は少なからずシェアを獲得しているため，コミュニティへのフ
ォーカスは企業戦略として有効である．しかし，消費者集団から生まれる商品は消費者自
らのニーズに対するソリューションという形で商品開発されるため粘着性の高い消費者
のニーズを捉えることは企業にとって不可能であることから企業が市場にロックインを
かけることは困難であると考えられる． 
次に，表 2 ようにパラメータ設定を変えてシミュレーションを行なった場合の商品選択
数推移を図 11 に示す． 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 2．パラメータ設定         図 11．商品選択数推移（対策あり） 
 図 11 より，コミュニティでの技術の情報交換( pTcross )が少ない場合や，消費者の粘着
性の高い技術のひらめき( pTmut )が起こりにくい，もしくは技術が利用しにくい市場にお
いて企業は高いシェアをとり続けることが可能であることが分かる． 
 
ここまでのシミュレーション結果から，3 章で提示した仮説について検証する．まず，基
本仮説である「消費者の大部分に受け入れられる商品を生み出そうとする企業はユーザー
イノベーションに対応できず，最終的にはその企業技術は淘汰される」について考察する．
シミュレーション 2，3 により，企業はリードユーザーが起こすイノベーションに対応でき
ないことが分かった．その理由は，消費者が持つ選好や技術は粘着性が高く，また，消費
者と企業には情報の非対称性があることから企業が自ら持つ技術や企業集団内だけでの技
術提携やクロスライセンスによって得た技術は多様な消費者のニーズを満たすことが出来
ないためである． 
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 次に仮説 1「イノベーションコミュニティが存在することにより市場の失敗が解決され，
効率的に技術開発が行なわれるようになる」について考察する．シミュレーション 2，3
を比べたところ，コミュニティがない場合に比べてコミュニティがある場合はリードユー
ザーの技術力は 1.25 倍になっていた．これはイノベーションコミュニティにおける情報交
換が可能になることで技術のアシストが頻繁に行われるようになったためであり，リード
ユーザーは周囲のリードユーザーと同じイノベーションを行うことなく，周囲の技術を利
用する形で商品開発が可能になった．結果として，消費者集団全体として市場の失敗を解
決し，非常に効率的な商品開発が行えていると考えられる． 
 最後に仮説 2「企業は消費者の平均像を掴むという従来の戦略からイノベーションコミュ
ニティにおけるニーズや技術を把握する戦略に変えることで技術淘汰を防ぐことができ
る」について考察する．シミュレーション 4 をみると分かるように，企業はシェアを少な
からず得ることが可能になった．これは企業が商品空間における流行商品にフォーカスす
るのではなく，イノベーションコミュニティでの流行商品にフォーカスすることで多くの
消費者ニーズにおける問題を解決する商品属性を把握することが可能になり，自社技術で
はなく，イノベーションコミュニティでの流行商品に基づいた技術開発を行うように戦略
を変えたためである．近年では企業は自社のコアテクノロジーを軸に商品を作ることが良
いといわれているが，このシミュレーション結果を見ると，ユーザーイノベーションが生
じる市場では自社技術を無視することが企業にとってシェアをとり続けることができる有
効な戦略の一つであるということが分かる．以上のことから，シミュレーション 2，3，4
により 3 章の仮説を本モデルが支持することが分かった． 
しかし，ここで 1 つ考えなければならないのはシミュレーション 4 までは消費者ネット
ワーク構造として CNNモデルを利用してきたが，ネットワーク構造が異なる場合に，シ
ミュレーション 4 までの結果が支持できないとすると，ネットワーク構造を含んだ仮説を
再考する必要があるということである．そこで，以下のシミュレーション 5 ではネットワ
ーク構造の違いによるシミュレーションを行う．また，リードユーザーの生成についても
シミュレーション 4 まではランダムに生成していたため，シミュレーション 6 ではリード
ユーザーの発生のさせ方の違いでシミュレーションを行い商品選択数にどのような影響
を与えるかを考察する． 
 
《シミュレーション 5: ネットワーク構造の違い》 
 パラメータ設定はシミュレーション 2，3，4 と同等にし，BAモデルを用いてシミュレ
ーションを行った．以下の図 12はBAモデルにより構築した消費者ネットワークである．
図 13 はコミュニティがない場合の商品選択数推移，図 14 はコミュニティがある場合の商
品選択数推移，図 15 は企業がコミュニティをフォーカスすることを可能にしてリードユ
ーザー対策を行った場合の商品選択数推移である．  
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図 12．消費者ネットワーク (BA)    図 13．商品選択数推移（コミュニティなし） 
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図 14．商品選択数推移（コミュニティあり）  図 15．商品選択数推移（対策あり） 
消費者ネットワークは冪乗分布ではあるが，図 6 に比べて冪指数の低いネットワークを生
成した．図 13，図 14 より，このネットワークにおいてもリードユーザーの投入商品はシ
ェアを獲得している．また，図 15 より，リードユーザー対策を行った場合には企業はシ
ェアを獲得出来ている．この結果より，本モデルによるシミュレーションにおいては，ネ
ットワークによる情報の非対称性と粘着性の表現が行われていれば，多少のシェアの獲得
度合いには影響があるが，仮説を満たす結果はネットワーク構造に依存しないと言ってよ
い．つまり，今後ユーザーイノベーションが生じる市場においては，多くの場合に企業は
基本仮説と同等の状況に直面し，さらにはイノベーションコミュニティによりユーザーイ
ノベーションに対応することが可能であると考えられる． 
 
《シミュレーション 6: リードユーザーの発生させ方の違い》 
 自ら商品開発を行うリードユーザーを異なる発生方法によりシミュレーションを行い，
比較分析を行った．はじめにシミュレーション 2 の設定においてネットワークにおける密
な部分にリードユーザーを多く発生させた場合と，ネットワークの疎な部分にリードユー
ザーを発生させた場合，そしてネットワーク全体にランダムに発生させた場合でシミュレ
ーションを行った．このときのリードユーザーが投入した商品の選択数推移が図 16である． 
また，シミュレーション 4 の設定においてリードユーザーがコミュニティ内のみにいる場
合とネットワーク全体にランダムに発生させた場合においてシミュレーションを行った．
このときのリードユーザーが投入した商品の選択数推移が図 17 である． 
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図 16 商品選択数推移（コミュニティなし） 図 17 商品選択数推移（コミュニティあり） 
図 16 より，ネットワークの疎な部分にリードユーザーがいる場合には周囲の知人が少ない
ことから，企業にとっては大きな危機となることはないと思われるが，世代を重ねていく
と，技術や選好伝播が行われ商品が普及しやすくなるため，ネットワークの成長を考える
と企業シェアを奪う可能性は十分にあると考えられる．一方でネットワークの密な部分に
リードユーザーがいる場合にはリードユーザー間で技術の交換が多く行われ，リードユー
ザー以外の周囲に対するエッジも多く貼られていることから，商品投入直後から普及しや
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すくなっている．また，ランダムにリードユーザーを発生させた場合にはリードユーザー
間の技術の交換は活発でないことから，投入直後は密な部分にリードユーザーを発生させ
た場合よりもシェアを得ることが出来ていないが，世代を重ねるにつれて多くの商品選択
数を獲得している．これは疎な部分のリードユーザーが，密な部分のリードユーザーの公
開できない範囲を補完してくれているためと考えられる．また，図 17 より，コミュニティ
内のみにリードユーザーを発生させた場合，コミュニティの外部の消費者は企業がコミュ
ニティ技術を利用して投入した高度な商品を選択することから，リードユーザーが投入し
た商品の多くをコミュニティ内の消費者が選択していることになる．一方でランダムにリ
ードユーザーを発生させた場合にはリードユーザーの技術がコミュニティ外のリードユー
ザーにも伝播することによって技術のアシストが活発に行われ，コミュニティ外にいるリ
ードユーザーの商品も普及していく．このように市場全体で見た場合，リードユーザーは
コミュニティ内のみに存在してコミュニティでその商品を普及させるよりもコミュニティ
外への伝播経路にリードユーザーが存在し，普及の役割を担うことが重要である． 
シミュレーション 5,6の結果より，ネットワーク構造ではなく，リードユーザーをどこに
発生させるかによって市場のダイナミクスに影響を与えることが分かった．ユーザーイノ
ベーションが生じる市場においては，企業は自社のコア技術に重視して商品を投入するよ
りも，消費者間の情報交換がどこで行われているかを把握できるように消費者ネットワー
クの管理技法を考え，いかに情報の非対称性と粘着性を解消できるかが重要となってくる
と言える． 
 
 
７．おわりに 
ユーザーイノベーションに関わる実証研究の多くはリードユーザーがイノベーションを
起こす動機やイノベーションコミュニティの役割などについて研究されてきたが，それら
が市場全体に及ぼす影響についての研究は行われてこなかった．そこで，本研究では，
CAMCaTフレームワークの支援を受けて，ユーザーイノベーションによって市場に生じる
ダイナミクスを分析するためのユーザーイノベーションモデルを提示した．このモデルを
用いたエージェントベースシミュレーションを行うことで，市場の現象メカニズムを解明
し，さらには市場全体のダイナミクスについての考察を行った．今後はこのモデルにより
予測困難なイノベーションに対して事後的ではなくあらかじめ市場分析を行い，企業に対
して戦略策定の支援を行うことができると考えられる． 
また，本研究で想定している消費財の市場では，現在は技術交換の頻度も小さくユーザ
ーイノベーションが観測される市場は限られているため，現実市場においては企業にとっ
てユーザーイノベーションが大きな危機になっていないが，今後，更なるコンピュータ技
術の進歩により消費者の商品開発技術が向上し，情報交換が活発に行われることを考える
と，ユーザーイノベーションが企業のイノベーションに勝る事例も多く観測されるように
なるため，本研究のモデルが非常に有効になってくるであろう． 
本研究では１つの抽象モデルとしてユーザーイノベーションモデルを構築したため，特
定市場に対してどの程度対応できるかについては明らかになっていない．今後は実際の特
定市場におけるネットワーク指標やリードユーザーの分布データを考慮して，シミュレー
ションを行い，さらなる知見を得ると共にモデルの妥当性を高めていく必要がある． 
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ߪ␠会ޟޕߥ߉ߔߦᣇߚߞߦᴺᓞ論ߪߩ߁ߣޠߩ߽ߩᩣਥޟߦනࠍ␠会ޔߒ߆ߒ

ࠍޠ߆߈ߴࠆࠇߐᴦ⛔ߦߚߩ⺕ޔߒ⛯ሽߡߒߦ߁ࠃߩߤߪ␠会ޟޔߊߥߪߢޠߩ߽ߩ⺕

ࠇߌߥߒ⠨ᘦࠍޠ࠳࡞ࡎࠢ࠹ࠬޟࠆࠊ㑐ߦኂߩ␠会ߦ⊛ᔅὼߪࠇߘޔࠅߢ߈ߴ߁

 ޕࠆߥߦߣߎߥࠄߥ߫

ߪߣߎߔࠊࠍ⚂ᄾߣ࠻ࡦࠚࠫࠛߦࠄ߇ߥߒᗐቯࠍᘒࠆࠁࠄ߇ฦਥޔ㓙ߩߘ

㕖ല₸ޔߢߎߘޕࠆߢ࿖ޟߓ߆ࠄ߇会␠ᴺࠍޠ↪ᗧ࡞ࡄࠪࡦࡊޔߡߞࠃߦߣߎࠆߔ

 ޕࠆߥߣޔߒࠊߐ߰߇ߣߎࠆߔㇱ⽶ᜂ৻ࠍ࠻ࠬࠦߩ߈ߣ߱⚿ࠍ⚂ᄾ߇࠻ࡦࠚࠫࠛߣ

日ᧄޔߪߢᩣᑼ会␠ߦ㑐ࠆࠊᴺᓞߪᢙᄙޟޕᴺޟޠ᳃ᴺޟޠ⁛භᱛᴺޟޠഭᴺޕޘ╬ޠ

⚛◲ᢛߩᴺޔߪᴺᓞߩߎޕߚߞࠊട߇ޠ会␠ᴺޟࠄ߆㧞㧜㧜㧢年㧡月ߦߚᣂޔߡߒߘ

化ߚߞߣታോ㕙ߩࠄ߆ⷐ⺧ޔߣ経済࡞ࡃࡠࠣߩ化ߦኻᔕ߁ߣߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒᔅⷐ

ᕈߺ↢ࠄ߆ޔߢߩ߽ߚࠇߐ会␠ߦኻޕࠆߡߞߥߣߩ߽ࠆ᳞ࠍࠫࡦࠚ࠴ࡓࠗ࠳ࡄࠆߔ

ޔࠅߢਛᔃ߇ⷙቯࠆߔ㑐ߦ╬߈⛯ᚻߩᤨ┙⸳␠会߿㑐ଥߩᩣਥߣ␠会ޔߪᓽ․ߩᴺᓞߩߎ

⸳┙ᚻ⛯߿߈⾗㊄⺞㆐ޔ⋙ᩏᐲߦ㑐ߩߡߟ߆ߪߡߒᴺ߽ࠅࠃⷙ߇✭ޕߚࠇߐ৻ᣇޔߢ

ߤࠎߣ߶ߪߡߟߦᓥᬺຬߊߢ␠会ޔ߇ߛޕࠆߡߞߥߣⷙᒝ化ߪߡߟߦࠬࡦ࠽ࡃࠟ

ᛒޕߥߡࠇࠊ経済学ߩ⊒ᗐޔߪߢ会␠↥↢ࠍࠬࡆࠨ߿⽷߇⽼ᄁߡߒẢࠍᓧߣߎࠆ

ޕࠆߢߖࠊวߺ⚵ߩ㧕ࠆߡࠇߐߣޠੱ↪ޟߪߢഭ⠪㧔会␠ᴺߣᧄ⾗ߪߩࠆ߈ߢ߇

ᓥޟޔߡߞ会␠ᴺߡߞࠃߦߺߩޠ会␠ࠍቯ⟵ޕߥ߈ߢߪߣߎࠆߔ 

ᴺߩߎޔߚࠆࠇࠄߌ⟎ઃߣၮᧄᴺߩᴺᓞࠆࠊ㑐ߦ␠会߇ޠ会␠ᴺޟߪߢ日ᧄޔߒ߆ߒ

ᓞߗߥ߇ᔅⷐߡᭂߪߣߎߊ⸂ߺ⺒ࠍ߆ߩߥ㊀ⷐޕ߁ࠈߢࡑ࠹ߥᧄⓂߩߘߪ第㧝ᱠߢ

ߥ߁ࠃߩߤ߇ޠ経済学ߣᴺޟޔߦߜߩߚߒⷰࠍડᬺ論ߥਥⷐߩߢ߹ࠇߎޔߢߎߘޕࠆ

㗴ࠍᛒࠍ߆ࠆߡߞᢛℂޕߚ߈߅ߡߒ 

 

 

 

2. ขᒁ⾌↪ߩ経済学 

会␠ߦ߁ࠃߩߤߪ⛔ᴦ߁ߣ߆߈ߴࠆࠇߐ㗴ޔߪ㧝㧥㧟㧞年ߦ⊒ߚࠇߐ A.ࡃ

ߣ G.ޡߩ࠭ࡦࡒㄭઍᩣᑼ会␠ߣ⑳⽷↥ߦޢ㆚ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆᓐޔ߫ࠇࠃߦࠄડᬺ߇

Ꮒ大化ޔߒᚲߣ経༡߇ಽ㔌ߣߊߡߒᩣਥߪ経༡⠪ࠍࡉࠖ࠹ࡦࡦࠗࠆߔ࠲࠾ࡕࠍᄬޔ

නࠆߥᛩ⾗ኅޔߚ߁߹ߒߡߞߥߦᚲߣ経༡ߩಽ㔌ߪડᬺẢߩᦨ大化ࠍਇน⢻ߣࠆߔߦ

ࠍሽߩ࡞࡞⊛ᴺߦ⊛ᔅὼޔߪડᬺⷰߥ⊛⼔ᛩ⾗ኅߩࠄ߆経༡⠪ᡰ㈩ߥ߁ࠃߩߎޕ߁



⢐ቯޕߚߞߢߩ߽ࠆߔ㧔ዏߩߎޔડᬺⷰޟߪᴺߣ経済学߇ޠቯ⌕ߥߡߒ日ᧄޔߪߢᧂ

 㧕ޕࠆߡߞᱷߊᩮᒝߦߛ

ߥ߆ߟ߮⚿ߦ⋊ߩᩣਥޔߪ㑐ᔃߩⓥ⠪⎇ߩ経済学ߡߒߘޔ経༡学ޔᴺᓞ学ޔએ㒠ࠇߎ

  1ޕߚ߈ߡࠇࠄߌะߦ߆ࠆߔ⛔ߡߒߦ߆ࠍⴕേߩ経༡⠪ߥ߁ࠃ

ߩࠆࠇߐ㊀ⷞߢߎߘޕࠆߢਛᔃ߇ޠ会␠ᴺޟ߁ࠍᒝⴕᴺⷙޔߪߢ㗔ၞߩᴺᓞޔߒߛߚ

ޔ႐ว߽ߩࠇߕޔࠅߢޠᵈᗧ⟵ോ㧔duty of case㧕ޟߣޠᔘታ⟵ോ㧔duty of loyalty㧕ޟߪ

経༡⠪ߦኻޟߡߒ୶ℂᕈ߇ߣߎࠆߡ᳞ࠍޠޕࠆߢ߆ࠄㅒߒ߽߇ࠇߎޔ߫߃ߦછᗧ

ᴺⷙޔ߫ࠇߢᩣਥߩ⛔߇߫ߥน⢻ᕈߣࠆߓ↢߇⠨ޕࠆ߃ 

ઍߩ経済学ޟߪߢ୶ℂᕈߦޠ㑐ࠆࠊ⼏論ߪ回ㆱޔࠈߒޕࠆࠇߐ୶ℂ߇ޘੱ߽ߡߊߥ߇

৻ቯߩⴕേࠍขࠍࠆߑࠄᓧߥ߁ࠃߥᐲࠅߩᣇࠍត᳞ޔߢߎߘޕࠆߔ経済学ߪߢ୶ℂᕈ

߇ߥߟߦᦨ大化ߩ⋊ᩣਥߒኻߦ経༡⠪ޔߡߒߘޕߚߒߥߣ㗔ၞߩᴺ学ߪ論⼏ࠆࠊ߆߆ߦ

ࠃ߇ߣߎࠆߔ▽᭴ࠍᐲߥ߁ࠃࠆߔ⥌৻߇㊄㌛⊛ႎ㈽ߩ経༡⠪ޔߣߣߎࠆߖࠄขࠍⴕേࠆ

 ޕߚߞߥߣ㑐ᔃߥਥⷐ߇ޠࡉࠖ࠹ࡦࡦࠗޟ߁ߣ

 

ࠪࡦࡊޟࠅࠊઍߦ論⼏ߥ⊛ฎౖߩ࠭ࡦࡒߣࡃߣࠆߦ㧝㧥㧤㧜年ઍޔ߇ࠈߎߣ

ડޟߩࠬࠦ.Dޔߪవ㚟ߩߎޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇߐ⋠ᵈ߇࡞࠺ࡕޠࠪࡦࠚࠫࠛ࡞ࡄ

ኻߦߥ࡞ࡊࡦࠪ߁ߣޠ߆ߩࠆߔሽߗߥߪડᬺޟޕ߁ࠈߢ㧔㧝㧥㧟㧣年㧕ޠ⾰ᧄߩᬺ

ࠃࠆߔขᒁߢᏒ႐ޔߦߚࠆߔሽ߇↪⾌㧔1㧕ขᒁޕߚߒ៰ᜰߦ߁ࠃߩᰴߪࠬࠦޔߡߒ

ޔߪ⚂ᄾࠆࠇ߫⚿ߦ೨ߩ㧔2㧕ขᒁޕࠆ߈ߢ化❰⚵ࠍขᒁ߇ᣇߚߒขᒁߡߒ┙⸳ࠍડᬺࠅ

⚦ޔࠅߥߣߺߩ࡞࡞ߥ⊛ၮᧄޔߚߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ੍᷹ߓ߆ࠄࠍᘒࠆࠁࠄ

ሽ߇㧔3㧕⒅⒢ޕࠆߔ⺧ⷐࠍડᬺߪ࠻ࡀࠖ࠺ࠦߩḮ㈩ಽ⾗ޔ߈ߣߩߎޕࠆߥߦ⊛ᓟߪ

ߥ߁ࠃࠆߔ႐วޔᏒ႐ߚߓ߁ߟࠍขᒁ߽ࠅࠃડᬺౝㇱߢ⾗Ḯࠍ⺞㆐ߚߒᣇ߇ല₸⊛ޕࠆߢ 

ޔࠦࠅ߹ߟ ߣޔࠆߔሽߦ႐วߥଔࠅࠃ࠻ࠬࠦࠆ߆߆ߦᏒ႐ขᒁߪડᬺޔߪਥᒛߩࠬ

 ޕ߁ࠈߛࠆ߈ߢ⚂集ߦߣߎ߁

 

ߪ論⼏ߩࠬࠦߥ߁ࠃߩߎ O.࠙ࠖޟߡߞࠃߦࡦ࠰ࡓࠕขᒁ⾌↪ߩ経済学ߡߒߣޠ⏕┙

ޕ࠙ߚࠇߐ ޔੱ߫ࠇࠃߦࡦ࠰ࡓࠕࠖ 㑆ߪวℂ⊛ߦᝄ⥰ߪࠇߘޔ߽ߡߒߣ߁߅㒢ቯ⊛ߥ▸࿐

߹ޕࠆ߇น⢻ᕈࠆߔሽ߇㕖ኻ⒓ߩᖱႎ߿ਇቢᕈߪߡ߅ߦ⚂ᄾޔߚߥ߈ߢ߆ߒߢ

ߐጁⴕߊߒᱜ߇⚂ᄾޔߚࠆ႐ว߽ࠆߦⴕേߥ⊛⟵ᯏ会ਥ߇ขᒁ⋧ᚻࠄ߆ߣߎߩߘޔߚ

⸳ࠍડᬺޕࠆߥߦߣߎࠆߔ↢⊑߇࠻ࠬࠦߩߚߩߘޔࠅ߇ᔅⷐᕈࠆߔ࠲࠾ࡕߦ߁ࠃࠆࠇ

                                                  
大ᩣޔߒᩏ⺞ࠍ␠ડᬺ㧡㧝㧝ࠞࡔࠕߩ㧝㧥㧤㧜年ޔߪࡦߣ࠷࠶ࡓ࠺ޔߒኻߦࠇߎ 1

ਥ㧡߇ࠕࠚࠪߩ⚂ 1㧑㨪90㧑ࠍߣߎࠆߢ⊒ࠃߦࠄࠇ߆ޔߪࠠ࠷ࡃߚߒ߁ߎޕߚߒ

ޔࠅߢᨐ⚿ߚߒ⚝ᮨࠍᚲ᭴ㅧࠃߩ₸ᦨ߽ലߡߓᔕߦᴫ⁁ߩࠇߙࠇߘ߇ฦડᬺޔߣࠆ

 ޕߚߓ論ߣߥࠄ㒢ߪߣࠆߥߦ₸㕖ലߣࠆߔಽᢔ߇ᚲޔߦ߁ࠃ߁߇࠭ࡦࡒߣࡃ
ޔߪߊߒ 
H.Demsetz, K.Lehn,̈The Structure of Corporate Ownership ̉,Journal of Political 
Economy, 1985. ࠍෳᾖޕ 



ޔߦࠆߔⷐޕࠆ߇ߥߟߦᷫ▵ߩ↪⾌ขᒁޔߚࠆ߈ߢౝㇱ化ࠍ࠻ࠬࠦߥ߁ࠃߩߎޔߣࠆߔ┙

ᓐࠄ߬ߞ߽ߪࠬࡦ࠽ࡃࠟ߁ߩขᒁ⾌↪ߦㆶరߪࠇߎޔࠅߢߩࠆࠇߐડᬺޟࠍᄾ⚂ߩ᧤

㧔nexus of contracts㧕ߣޠℂ⸃ߩࠬࠦࠆߔ学⺑ޕࠆߢߩ߽ࠆ߇ߥߟߦ 

೨߇ޠ㒢ቯวℂᕈޟޔ߈ߣࠆߔ⺑ࠍᯏ会ਥ⟵⊛ⴕേߩડᬺ߇ࡦ࠰ࡓࠕࠖ࠙ޔ߇ࠈߎߣ

ឭޔࠟߦߩߥߕߪࠆߡߞߥߣ ߦᣇᴺߥᦨ߽ዋ߇↪⾌ขᒁߪߢ႐㕙ࠆࠇߐቯ߇ࠬࡦ࠽ࡃ

ߥߪߢߩࠆߡࠇߐ೨ឭ߇ޠวℂᕈߥߡࠇߐ㒢ቯޟߪߢߎߘޔࠄ߆ߣߎߔߥߣࠆࠃ

↥⽷ޔ߇ࠆ߽ߣߎࠆࠇࠊᛒߢ論⼏ࠆࠊ㑐ߦޠᮭ↥⽷ޟޔߪߡߟߦὐߩߎޕࠆࠇࠊᕁߣ߆

都ᐲߩߘߪࠬࡦ࠽ࡃࠟߥᔅⷐޔࠅ㒢ࠆߔሽ߇ᖱႎࠆߔ㑐ߦ↪⾌ขᒁޔߪߢ論⼏ࠆߋࠍᮭ

ⶄߣࠆࠇߐ⠨ޔࠟߚࠆࠇࠄ߃ ޔ࠙ߛߚޕߥࠄߥߪߣ㗴ߥ㊀ⷐߪㆬᛯߩࠬࡦ࠽ࡃ ࠖ

ࠬࡦ࠽ࡃࠟ߿ߡᒰࠅഀߩᮭ↥⽷ޔߚࠆߔሽ߇↪⾌ขᒁߪߢ⇇ߩታޔߪり⥄ࡦ࠰ࡓࠕ

᭴ㅧߩㆬᛯ߇㕖Ᏹߦ㊀ⷐߥ㗴ࠍߣߎࠆߥߦޔࠅ߹ߟޕࠆߡല₸ᕈⷰߩὐޔ߫߃ߢ

ޔઁ߈ߟ߮⚿ߣ᭴ㅧࠬࡦ࠽ࡃࠟߩቯ․ࠆߪขᒁࠆ ߟ߮⚿ߣ᭴ㅧࠬࡦ࠽ࡃࠟߩઁߪขᒁߩ

 ޕࠆߢߌࠊ߁ߣޔߊ

ౕ⊛ޔߪߦ㧔1㧕ขᒁߩⶄ㔀ᕈޔ㧔2㧕ขᒁߩ㗫ᐲޔ㧔3㧕ขᒁᒰ⠪㑆ߩ㑐ଥ․ᱶᕈ߇㊀

ⷞߦ․ޕࠆࠇߐ㧔3㧕ߩ႐วޔࠆޔ߫߃ડᬺ߇․ቯߩ႐ᚲߦᎿ႐ࠍᑪ⸳ࠆߔ㓙ߩ┙᧦

ઙޔㇱຠ⚊ᬺ⠪ߩ↢↥⢻ജޔᓥᬺຬߩᾫ✵ᐲߦࠇߘ߿ⷐᤨࠆߔ㑆ߡߞࠃߦߤߥ↪⾌߿ขᒁ

᧦ઙߪቯޔ߈ߣߩߎޕࠆࠇߐขᒁ⋧ᚻߩ․ᱶᕈ߇㜞߫ࠇߌ㜞ޔߤ߶ᯏ会ਥ⟵⊛ߥⴕേࠍ

․㑐ଥޔߪᒰડᬺߚߒኤ⍮ࠍࠢࠬߩขᒁߦ೨ޔߚߩߎޕࠆߥߊ㜞߇ෂ㒾ᕈࠆࠇࠄߣ

ᱶ⊛ߥขᒁߓ߆ࠄࠍ回ㆱޕߥߨ߆ࠅߥߦߣߎ߁߹ߒߡߒ日ߚߒ߁ߎޔ㗴ࡎޟߪ

 ޕࠆߡࠇ߫ߣޠ㗴㧔holdup problem㧕ࡊ࠶ࠕ࠼࡞

ขᒁ⾌↪ߩ経済学߇ޔߪߣߎࠆࠇߊߡߒߦ߆ࠄ経済ਥ㑆ߥ↱⥄ߩขᒁޔߪߢᄾ⚂ਇቢ

ᕈࠍឃ㒰ޔߚߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ႐วߪߡߞࠃߦ大ߎࠆ߇ߣߎࠆߖߐ↢⊑ࠍ↪⾌ߥ߈

ࠆߔ回ㆱࠍⴕേߥ⊛⟵ᯏ会ਥ߇ౝㇱ化ߩขᒁࠆࠃߦว⛔ޔߒ߆ߒޕ߁ࠈߢὐߚߒ⺞ᒝࠍߣ

↢⊑߇࠻ࠢࡈࡦࠦߢᬺㇱ㑆ޔߪߢડᬺࠆߔ↪ណࠍ❰⚵ᬺㇱޔ߫߃ޕߥࠄ㒢ߪߣ

  2ޕߥߊߒࠄߕߪߣߎࠆߔ

ࠇߘޕߥ߉ߔߦࠫࡠ࠻࠻ߪߢࠇߎޔ߫ࠇߌߥ߇⺑ߩએࠇߎޟߪࡦ࠰ࡓࠕࠖ࠙

ᔅⷐࠆߖߚᜬࠍᠲᕈޔߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔㅀ⸤ࠍߣߎࠆߔ↹ડ߇ขᒁ⾌↪経済学ޔߪ

  3ޕࠆߔਥᒛߣޠࠆ߇

 

 

                                                  
ߡࠇࠄ進߇ⓥ⎇ߡߞࠃߦᔨߩޠ࠻ࠬࠦࠬࡦࠛࡘࡈࡦࠗޟޔߪߡߟߦὐߩߎ 2

 ޕࠆ
 ޔ߫߃M.Meyer , P.Milgrom, and J.Roberts, ̈Organizational Prospects, Influence 

Costs, and Ownership Changes̉, Journal of Economics and Management Strategy, 
Vol.1,1992. ࠍෳᾖޕ 

3 C.Menard,̈Transaction Cost Economics̉,Edward Elgar Publishing,1997. 
㧔ਛፉ⼱ญ㐳⼱Ꮉ⋙⸶ޡขᒁ⾌↪経済学ޢᢥ⋿ၴ2002ޔ 年㧕㇌⸶8ޔ  ޕࠫࡍ



 ℂ論ࠪࡦࠚࠫࠛ .3

ഭߣ経༡⠪ߪࠆޔ⾗⠪ߣ経༡⠪ޔห᭽ߣ経済学ߩ↪⾌ℂ論߽ขᒁࠪࡦࠚࠫࠛ

⠪ߩ㑆ࠆࠇ߫⚿ߢᄾ⚂ࠍ㗴ߩߎޕࠆߔߣℂ論߽ࠇߕߪ࠻ࡦࠚࠫࠛߣ࡞ࡄࠪࡦࡊޔߪ

⥄Ꮖߩല↪ࠍᦨ大化ࠆߔߣ߁ࠃߒਥޔߒ߆ߒޕࠆߢᏱߩ࡞ࡄࠪࡦࡊ߇࠻ࡦࠚࠫࠛߦ

ല↪ᦨ大化ߪߣࠆߡߒߑࠍ㒢ߣ࠻ࡦࠚࠫࠛߪ࡞ࡄࠪࡦࡊޔߢߎߘޕߥࠄ⋉߇৻

ࠃߥߓ↢߇ㅒㆬᛯ߿࠼ࠩࡂ࡞ࡕޔߒឭଏࠍࡉࠖ࠹ࡦࡦࠗߚࠇߐᎿᄦߦ߁ࠃࠆߔ⥌

ࡦࠚࠫࠛߪߡߞࠃߦ႐วޔߡ߃ടޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒᜂ⽶ࠍ࠻ࠬࠦߩࠣࡦ࠲࠾ࡕߦ߁

ਥߩⓥ⎇ޔߡߞᓥޕࠆ߇ߣߎࠆࠇߐ⸘ߡߒߣ࠻ࠬࠦࠪࡦࠚ߽ࠫࠛ↪⾌⸽ߩࠪ

ⷐߥ߁ࠃߩߤޟߪ࠻࠶ࠥ࠲ߥᐲޔ߇ߣߎࠆߔ⸘⸳ࠍᦨ߽ዋߢ↪⾌ߥᄾ⚂ࠍቢᚑࠆߖߐ

ቯ․ߦ೨ߪ⸘⸳ᐲߥ߁ࠃߩߎޔߪὐࠆߥ⇣ߣ経済学ߩ↪⾌ขᒁޕࠆߥߣޠ߆ࠆߥߦߣߎ

น⢻ߣߛ೨ឭޔߢߣߎࠆߔᓟ⊛ౣߥᷤߩ㗴ࠍ回ㆱ4ޕ߁ࠈߢࠈߎߣࠆߡߒ  

⼂ߥ㜞ᐲߪᄾ⚂ᒰ⠪ޔ߽ߡߡߒሽ߇ਇቢᕈߩ⚂ᄾ߿㕖ኻ⒓ߩᖱႎߦޔߒ߆ߒ

⢻ജࠍᜬߣߟ೨ឭޔࠇߐ⼂߇࠭ߩේ࿃ߢⵙ್ߚߞߥߣ႐วޔߪⵙ್ᚲ߇วℂ⊛್ߥᢿࠍ

ਅߣࠆߖቯޔࠛߚߩߘޕࠆࠇߐ ߽㜞ߩቢᚑᐲߡᭂߪᄾ⚂ᦠࠆࠃߦℂ論ࠪࡦࠚࠫ

 ޕࠆߥߦߣߎࠆࠇߐᱜୃߡߞࠃߦⵙ್ᚲ߆ᒰ⠪ߦߋߔޔ߽ߢ႐วߚߞ߇ਇޔࠅߢߩ

ޔࠛߦ߁ࠃߩߎ ⥄ࠍડᬺޔߜᜬࠍ㑐ᔃߥਥⷐߦ⸘⸳ᐲߩડᬺ⚵❱ౝㇱߪℂ論ࠪࡦࠚࠫ

ߢ߇ߣߎࠆߖࠄ߇߮߆ᶋߦ⏕ࠍᕈᩰߩߡߒߣޠ᧤ߩ⚂ᄾޟߟ┙ࠅᚑߡߞࠃߦਥ㑆ߥ↱

 ޕࠆߢߩߚ߈

ߚߩߘޕ߽߱ߦᴦ⥄߿ᐭߪࠆޔขᒁవߩડᬺᄖㇱߪ⚂ᄾࠆࠇ߫⚿ߦታޔ߇ߛ

ឭ߇ࠬࠦ߁ߣޠ߆ߡߞࠃߦ❰⚵ޔ߆ߡߓ߁ߟࠍᏒ႐ޟߪขᒁޔߪߡ߅ߦℂ論ߩߎޔ

ޟߚߒડᬺߩᧄ⾰ߦޠ㑐ࠆࠊ㗴ᗧ⼂߇Ꮧ⭯ޕࠆߥߣታߦડᬺ߇ขࠅ⚿߱ᄾ⚂ޔߪ߃

නଔߣᢙ㊂ߦනޔ߽ߢ႐วߩߣടᎿᬺ⠪ߡ┙ߺ⚵ࠆߢ␠会ⷫߣㇱຠଏ⛎ᬺ⠪ߩߌ⺧ਅޔ߫

ޔኻಣᣇᴺઁߩ㓙ߚߒ↢⊑߇࡞ࡉ࠻ޔᦼ⚊ޔߊߥߪߢߌߛࠆߡࠍ ߣડᬺ࡞ࡃࠗߩ

ડᬺޔ႐วࠆࠇ߫⚿߇⚂ᄾߚߒ߁ߎޕࠆߡߞߥߣౝኈߥⶄ㔀ߡᭂߢ߹ࠆ⥋ߦ╬Ꮕ化ߩ

㑆ߩജ㑐ଥ߇ᤋޕࠛߥ߽ߢ߹߁ߪߣߎࠆࠇߐ 㓏ߩߢડᬺౝㇱޔߪߢℂ論ࠪࡦࠚࠫ

ጀ᭴ㅧࠍ⺑ޔ߽ߡ߈ߢߪߣߎࠆߔડᬺ㑆㑐ଥߪߡ߅ߦචಽߥ⺑ᓧജࠍᜬߥ߃ߪߣߟ

ᒰޔߪ会␠ᴺࠆߢ࡞࡞ᢛ⺞ߩኂ㑐ଥ⠪ߣડᬺޔ߫ࠇߺࠄ߆႐┙ߩߎޔߦࠄߐޕ߁ࠈߛ

⠪ห჻߇ᦠߊᔅⷐᕈޟߚߒ⇛⋬ࠍᄾ⚂ᦠߡߞߢޠ᧤ߩNޔ ߩࠆߥߣ論⼏ߦ㓙ࠆߔቯࠍ

ߔวᗧ߫ࠇߢᒰ⠪ߥ⊛วℂޔߢߚߒᗐቯࠍᘒ⁁ㄭߦࡠߊߥࠅ㒢߇↪⾌ขᒁޟޔߪ

 ޕࠆߥߦߣߎ߁ߣޠ߆ߪߣౝኈ߁ࠈߢࠆ

                                                  
 ,M.Jensen, W.Meckling,̈Theory of the Firm : Managerial Behaviorޔߪߡߟߦࠇߎ 4

Agency Costs and Ownership Structure ,̉ Journal of Financial Economics, 1976. ࠍෳ

ᾖޕ 
ߒߦ߁ࠃߩߤߪߢ経済学ࡠࠢࡒߥ⊛⛔વޔߪࠣࡦࠢࡔߣࡦࡦࠚࠫߢ߆ߥߩ論ᢥߩߎ  

ߩࠄᓐޔߒ߆ߒޕߚߒᛕ್ߣߥ߈ߢ⺑ߦ⏕ࠍ߆ࠆ߈ߢታࠍẢᦨ大化߇ડᬺߡ

ޔߚࠆߡߒߣ೨ឭࠍวℂᕈߥቢో߷߶߇⸘⸳ᐲߩ೨ޔߪߢℂ論ࠪࡦࠚࠫࠛ߁

ᣂฎౖᵷ⊛ޟߥᦨ大化ޠၮḰࠍㆡ↪ޕࠆ߃ߣࠆߡߒ 
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ᄾ⚂ਇቢᕈ߇ሽࠍࠇߘޔߒቢߩߚࠆߔᐲ߇ᔅⷐޔ߈ߣࠆߥߣડᬺߩౝㇱ⚵❱ߪ

߁ߣޔ߆߁ࠈߢߩࠆࠇ߫⚿ࠅข߇⚂ᄾߥ߁ࠃߩߤߪߢડᬺ㑆㑐ଥޔࠇߐᒻᚑߦ߁ࠃߩߤ

㗴ߦኻޔߡߒන⚐ࠍ╵⸂ߥਈ߇ߩߚ߃ขᒁ⾌↪ߩ経済学ࠪࡦࠚࠫࠛߣℂ論ޕߚߞߢ 

⚿ࠅข߇ਥߥ↱⥄ࠍડᬺޔߪࠈߎߣߥㅢߦ⺑学ߩࠄࠇߎ ߦὐߔߥߣޠ᧤ߩ⚂ᄾޟ߱

ߒኻߦ㗴ߩએᓟࠬࠦ߁ߣޔ߆ߩࠆ߹ߡߒߦ߁ࠃߩߤߪޠ⇇Ⴚޟߩડᬺޔߒ߆ߒޕࠆ

߽ࠅࠃ߇ޠේೣߩ↱⥄⚂ᄾޟߪߡߟߦ࡞࡞⊛ᴺޔߦࠄߐޕߚߞߢ႐┙ߥਇචಽߪߡ

㊀ⷐߥⷙ▸ߦࠇߎޔࠅߢᭂߪ࡞࡞ࠆߔജឃ㒰ߩߎޕࠆߥߣߣߎ߈ߴࠆࠇߐ┙႐ࠄ߆会

␠ᴺࠍߥ↱⥄ޔߣࠆਥ߇ᄾ⚂ߛࠎ⚿ࠍ႐ว㧔ขᒁ⾌↪ߪߚ߹ࡠ߇㕖Ᏹߦଔߡߒߣ㧕

ࠈߛࠆߥߣޔߚࠇߐᒻᚑߡߒߣ࡞࡞⊛ᴺ߇ᄾ⚂ౝኈߥ⊛ᦨ大⚂ᢙࠆࠇߐߡߒㅢߦ

ሽߩ会␠ᴺ߇ߩ߁ߣޠߚࠆߔᷫ▵ࠍ࠻ࠬࠦࠆߔᚑࠍᄾ⚂ᦠ߇ਥߩޟߡߞᓥޕ߁

ᗧ⟵ߩߎޔߛߚޕࠆߢ႐วߗߥޔ会␠ᴺ߇ᒝⴕᴺⷙ߇߆ߩࠆߢਇ⏕ޕࠆߢડᬺࠍ

 ޕߥߪᔅὼᕈࠆߔ߇࿖ኅᮭജߦߎߘޔ႐วߚߒߣޠ᧤ߩ⚂ᄾޟ

߿ࡦࡑࠬࡠࠣ.Sޔ߇ߩߚߒߣ߁ࠃ߃⠨ߢࠎᱠ進৻ࠍ㗴ߚߒ߁ߎ O.ࠕᮭ↥⽷ޟߩࠄ࠻ࡂ

  5ޕߚߞߢޠ࠴ࡠࡊ

ᓐߪࠄડᬺߩ↥⾗⊛‛ޟࠍ✚ߣޠቯ⟵ߩ↥⾗⊛‛ޔߡߒߘޕࠆߔᚲߡߞࠃߦขᒁߪౝ

ㇱ化ޟ߇ࠇߘޔࠇߐᱷࠦߩޠᮭ࡞ࡠ࠻ࡦᩮޟߩߎޕࠆߥߣᱷࠦޔߪߣޠᮭ࡞ࡠ࠻ࡦ

ࠆߔᱛࠍࠬࠢࠕߩࠄ߆⠪ઁߪࠆޔᮭࠆߔᄁළߪࠆᷰ⼑ޔᮭࠆߔ↪ࠍ↥⾗

ડᬺޔߚࠆߢߩ߽ࠆࠇࠄ߃ਈߦᚲ⠪ߩ↥⾗ߪᮭߩߎޔߦࠄߐޕࠆࠇ߹߇ᮭߩ╬

ߢ࠴ࡠࡊࠕߩߎޔࠄ߆ߛޕࠆ߹߇ᚲߩᮭߡߞࠃߦ߆ߩࠆߌಽߢߎߤࠍᄖㇱߣౝㇱ߇

 ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔߦ߆ࠄࠍല₸ᕈߩᐲߡߞࠃߦߣߎࠆߔ⸛ᬌࠍޠ⇇Ⴚޟߩડᬺޔߪ

 ޔ߫߃㧭ߣ㧮߁ߣ㧞␠ࠍ↥⾗⊛‛ࠇߙࠇߘ߇ᚲޔߒਔ␠ߩ㑐ଥ․ᱶ⊛ᛩ⾗ߡߞࠃߦ

ߩ߆ࠄ⋉ߣࠆߓ↢߇ቯߩ߈ߣߩߎޕࠆߔᛩ⾗ߩ⥄⁛ߪᖱႎߩ⥄⁛ޔᛛⴚޔࠇࠄ↪߇

‛ߩࠇߙࠇߘޔࠇࠊⴕ߇ขᒁߩ第㧝ᦼޔߢߎߘޕࠆߔߣࠆࠇߐዉ߽↥⾗⊛ੱߥᔅⷐߦࠇߘ

ޕੱ߁ࠃߒߣߚࠇߐ⾈ᄁ߇↥⾗⊛ ᦨೋޔߚࠆࠇߐቯߡߞࠃߦ↥⾗⊛‛ߪ⾗ᛩߩ߳↥⾗⊛

ᗐቯߦቢోߦ೨ࠍᨐ⚿ߩขᒁߩᦨೋޔࠄߥߗߥޕߥࠄ߆ࠊ߇ᛩ⾗᳓Ḱߥㆡಾߪߢขᒁߩ

ߩᖱႎߩߚߩߘޔ߽ߡߒߣࠆߢน⢻߇੍᷹ߩ೨߃ߣߚޔߒࠆߢਇน⢻ߪߣߎࠆߔ

集ߦ㜞߇࠻ࠬࠦᔅⷐߣߛ⠨ޕࠆߢࠄ߆ࠆ߃ 

ߚࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆᓧߦᲧセ⊛ኈᤃߪᖱႎߩߡߟߦขᒁߩᰴޔᨐ⚿ߩขᒁߩ第㧝ᦼޔ߇ߛ

߆ࠄߜߤޔࠅ߇⇣Ꮕߦᷤജߩ㧞␠㑆ࠄࠇߎޔ߇ࠈߎߣޕࠆߢน⢻߇ขᒁߥ⊛₸ലޔ

৻ᣇ߇ਇߥ᧦ઙࠍฃߌࠍࠆߑࠇᓧޔ߈ߣߚߞߥߊߥᛩ⾗ߪ࠻ࠬࠦߩ⥄Ꮖ⽶ᜂޔߚࠆߢ

႐วߪߡߞࠃߦᷤ߇ߩ߽ߩߘⵚޕ߁߹ߒߡߒⷐޔߦࠆߔ第㧞ᦼߩขᒁ߇ല₸⊛ߦⴕࠇࠊ

ࠍ⾗ᛩߩ第㧝ᦼ߳ޔߣࠆߔሽ߇ડᬺߥߩା⥄ߦᷤജޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦ㜞߇น⢻ᕈࠆ

                                                  
5 એਅޔS.Grossman, O.Hart, ̈The Costs and Benefits of Ownership̉, Journal of 

Political Economy, Vol.94. 1986. ߮ޔO.Hart, J.Moore, ̈Property Rights and the 
Nature of the Firm̉, Journal of Political Economy, Vol.98. 1990. ࠍෳᾖޕ 



ㆊዊߦⓍ߽ࠍ↥⾗⊛‛ޔߦ⥸৻ޕࠆߢߩߥߨ߆ࠅߥߦߣߎ߁߹ߒߡߞ⋧ᚻࠅࠃᄙߊᚲ

ࠆߔ⠪ߩᣇ߇ᷤߪߢޕࠆߥߦᚲᮭߩ集ਛߪขᒁోߩࠬ࠽ࠗࡑߡߞߣߦലᨐߥߣ

 ޕࠆߢߩ߁߹ߒߡߞ

ࠆߥߣⷐ࿃ߥ⊛ቯߦᚲߩ↥⽷ᱷ߇ޠ⇇Ⴚޟߩડᬺߪ࠴ࡠࡊࠕᮭ↥⽷ޔߦ߁ࠃߩߎ

ߪߣޠ᧤ߩ⚂ᄾޟࠆߥනࠍડᬺޔߒ㊀ⷞࠍ㗴ࡊ࠶ࠕ࠼࡞ࡎߩ೨ߦߚࠆߔ⺞ᒝࠍߣߎ

ߥߐߥὐߢఝߚࠇ学⺑ޕ߁ࠃ߃ߣ 

ߩࠅ㧝回㒢߇ขᒁޔߪߢ論⼏ߩࠄᓐޔߦ第㧝ޕࠆ߇㗴ὐߩ߆ߟߊߪߦߎߘޔߒ߆ߒ

ޠ⇇Ⴚޟߩડᬺޔߦ第㧞ޕߊߦߒ↪ធㆡ⋤ߪߦડᬺಽᨆߩታޔ߇ߛ㗴ࡊ࠶ࠕ࠼࡞ࡎ

ࡊ࠶ࠕ࠼࡞ࡎޔߦ第㧟ߡߒߘޕߥߪߢߩࠆߡࠇࠄߢߌߛ㗴ࡊ࠶ࠕ࠼࡞ࡎߪ

㗴ߩ↥⽷ޔߪᚲᮭߡߞࠃߦߺߩ⸃߈ߴࠆࠇߐ㗴6ޕߥߪߢ ޔ߫߃㑐ଥ․ᱶ⊛ߥ

ߎࠆ߃⠨ߣޔߛ߈ߴࠆࠇࠄ߃ਈ߇ᚲᮭߩߊᄙࠅࠃߤ߶㜞߫ࠇߌ㜞߇ᱶᕈ․ߩߘޔߪ↥⾗

⊛ੱࠆߔኻߦ↥⾗⊛‛ߥᱶ․ߩߢቯડᬺౝ․ޔߦ․ޔ߇ࠆߢ⑳ߪࠇߎޕࠆߢน⢻߽ߣ

 ޕ߁ࠈߛࠆߥߣ㗴ߥ㊀ⷐޔ႐วߚߒ⠨ᘦࠍᱶᕈ․ߩ↥⾗

 

 

એޔߦ߁ࠃߩડᬺޟࠍᄾ⚂ߡߒߣޠ᧤ߩ⊒ߚߒ႐วޔ経済ਥ㑆ߩ㓏ጀ⊛ᮭߥജ㑐ଥ

ޕోߥ߈ߢ៰ᜰߪએᄖ߁ߣᄾ⚂㑐ଥߥ⊛ᐔ㕙ޔߚࠆࠇߐ⽎ᝥ߇ ߣߥߢ㑐ଥߥ╬ኻߊ

ᓟ߆೨ߪዪ⚿ޔࠄ߆ࠆߢߩ߽ࠆߔ᧪↱ߦᄾ⚂ਇቢᕈ߿㕖ኻ⒓ߩᖱႎߪࠇߘޔ߽ߡߒ

ޔNߡߒߘޕߥᓧࠍࠆߑࠄߥߦቯ⺞੍߁ߣࠆࠇߐᢛ⺞ߦ ߞߣߦ⚂ᄾߥ↱⥄ߪ࡞࡞⊛

⚿ߦᗐ⊑ߥࡉࠖ࠹ࠟࡀ߁ߣޔߥ߆ߒߢᔅⷐᖡߪࠇߘ߽ߡߒߣࠆߔሽޔ߆ߩ߽ߥਇⷐߡ

 ޕߔ߿߈ߟ߮

ߚߒ߁ߘޔߒᗐቯࠍޠડᬺ࡞࠺ࡕޟߚࠇߐ⽎化ޔߪߟ৻ߩේ࿃ߚߞ⥋ߦડᬺⷰߚߒ߁ߎ

ડᬺ߇Ảࠍᦨ大化ߣ߁ࠃߒวℂ⊛ߦⴕേߣࠆߔߪࠇߎޕࠆߦߣߎߚߒߥવ⛔⊛ࠢࡒߥ

ߛߚޔℂ論߽ࠪࡦࠚࠫ経済学߽ࠛߩ↪⾌ขᒁޔࠎࠈޕࠆߢߩ߽ߩߘᚻᴺߩ経済学ࡠ

න⚐ߦ৻⥸ဋⴧಽᨆࠍᜬߜㄟ߽ޔߒ߆ߒޕߥߪߢߌࠊߚߒߣ߁⚿ዪߪᐔ㕙⊛ߥડᬺ㑆㑐ଥޔ

ߎࠆߌฃࠍᛕ್ߓหߣߩࠆߔኻߦဋⴧಽᨆ⥸৻ޔߪᆫߥ⊛ቯุࠆߔኻߦ࡞࡞⊛ᴺߡߒߘ

ࠆߔߣ߁ࠃߒⓥ⎇ߡߞࠍᣇᴺߩ経済学ࠍ㗴ߩ࡞࡞⊛ᴺߪࠇߎޕ߆߁ࠈߛߥࠄߥߦߣ

 ޕࠆߢ㗴ࠆ߹ߪߡᒰ߽ߦޠ経済学ߣᴺޟ

 

 

 

 

 

                                                  
6 દ⮮⑲ผޡᄾ⚂ߩ経済ℂ論ޢ㧔㑑ޔ㧞㧜㧜㧟年㧕․ޔߦ第㧥┨ࠍෳᾖޕ 
⸂ߢ⚂ᄾߥ⚐Ყセ⊛නߩ߹߹ߚߞࠍਇቢᕈ߇㗴ࡊ࠶ࠕ࠼࡞ࡎޔߪદ⮮᳁ߢߎߎ 

 ޕࠆߡߒ៰ᜰߣࠆ߽ߣߎࠆࠇߐ
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㧝㧥㧣㧜年ઍએ㒠ࠞࡔࠕޔᴺ学ࠍᏨᏎޟߚߞߥߦߣߎࠆߔᴺߣ経済学ߩޠഃᆎ⠪ޔ㧾㧚

ߓ論ࠍޠᦨ大化ߩ会⊛ን␠ޟߡ߅ߦ╬ޢ経済学ߩ⟵ᱜޡ߿ޢ経済ಽᨆߩᴺޡޔߪ࠽࠭ࡐ

߁ߣߒ╬ߦߣߎߊߡࠍ進化ߩวℂᕈߪߣߎߊߡࠍ進化ߩ会␠ޔߪ࠽࠭ࡐޕߚ

ାᔨࠍᜬߢߎߘޕߟᓐߪวℂᕈࠍવ⛔⊛ࡠࠢࡒߥ経済学ߩวℂᕈޟߜࠊߥߔޔല₸ᕈᔨޠ

ޔࠅ߅ߡࠇߐ┙⏕ߡߒߣ♽ߥᒝ࿕ߡߒߣਥᒛߥ⊛学⑼ߪ経済ℂ論ޔࠄߥߗߥޕࠆ߃឵߈⟎ߦ

ਥⷰ⊛ߥଔ୯್ᢿ߇ࠅㄟ߇ዋޔੱߊߥ ᛛࠆߖߐᓧ⺑ࠍޘ 㧔Nࠢ࠶࠻㧕ߒߣ

 ޕࠆߢࠄ߆ࠆߡߒᢿ್ߣ㜞߇ലᕈ߽ߡ

߿ᓼߪᱜᒰᕈߩᐲ߿ⴕὑߩޘੱޔߪߣޠᦨ大化ߩ会⊛ን␠ޟ߁ߩ࠽࠭ࡐޔߢߎߘ

୶ℂ学߽ࠅࠃ␠会ోߩንߡߞࠃߦ⏕ቯ߇߁߶ࠆࠇߐวℂ⊛ޕࠆߢߩ߽߁ߣޔߛޔ߫߃

⽷ߩߘޔ႐วߚߒߥߣଔ୯ߩ࡞࠼㧞ਁ߇㧮ޔߒࠍଔ୯ߩ࡞࠼㧟ਁߪ㧭ߡߒኻߦ⽷ࠆ

ߩ⽷ޔߪᓽ․ߩ⺑学ߩᓐޕࠆߥߦߣߎ߁ߣޔߛ߈ߴߔ⸘⸳ࠍᐲߥ߁ࠃࠆߥߦߩ߽ߩ㧭߇

ขᒁߥ↱⥄ࠍᏒ႐ߥ↱⥄ߢਥห჻߇ⴕߦ⽷ߩߘޔ߫߃ኻ߽ߣߞ߽ߡߒ㜞ଔ୯ࠍߚߒ

ല₸ᕈၮḰߪᔅⷐ᧦ઙߩߚߩߘޔߡߒߘޕࠆߦὐࠆ߃⠨ߣޔࠆࠇࠄ߃ਈ߇ᚲᮭߦߩ߽

ߥ⊛会␠ޔࠅߥߊߥ߈ߢ㆐ᚑߪᦨ大化ߩንߣࠆߔሽ߇ᐲߥ߁ࠃࠆߨ៊ࠍല₸ᕈޔࠅߢ

៊ᄬߣޔࠆߓ↢߇ޕߔߥ 

ડᬺ論߹ߪߚᄾ⚂論ߦ㑐ㅪߩ࠽࠭ࡐߢࠈߎߣࠆߔ学⺑߇ᵈ⋡ࠍᶎ߮ޟޔߪߩߚᄾ⚂⎕᫈

ߦ㧮߇㧭ߩᚲ⠪ޔ߫߃ޕࠆߢᔨ߁ߣޠ㧔efficient breach of contract㧕↱⥄ߩ

㧝㧜㧜ਁߩ࡞࠼ᄁ⾈ᄾ⚂ߩߘޔ߇ࠈߎߣޕ߁ࠃߒߣߚߢࠎ⚿ࠍ⋥ᓟߦ㧯߇㧝㧞㧜ਁߢ࡞࠼

ᗧ↪ࠍᄾ⚂ᴺࠃ߽ߡߒ⎕᫈ࠍ⚂ᄾߩᒰೋߪ࠽࠭ࡐޔ႐วߚߒࠍࠔࡈࠝߣࠇߊߡߞ⼑

 ޕ߁ߣߛ߈ߴߔ

ᒰೋߚߒ߁ߎߪ࠽࠭ࡐޔ学⺑ࠍଔ୯್ᢿߪߣή㑐ଥޟߥ⚐☴⑼学ߦޠㄭߣߩ߽⠨ߡ߃

߅ߦࠅ㒢ࠆߔߣౕࠍ経済ℂ論ޔߊߥߪߢᓼື学ޔ႐วߩⵙ್ߥߩ೨ޔ߫߃ޕߚ

ឃ㒰ߌߛࠆ߈ߢࠍᒝߩଔ୯ⷰߥ⊛ᕭᗧޔߪ↱ℂߩߘޕࠆߦ▸ᐢࠍⵙ㊂ᮭߩⵙ್ቭߡ

ޔߒߛߚን㧔ߥቯน⢻᷹ߦ⊛㊄㌛ޔߦߚࠆߔߦ߁ࠃߥߒ⋪⍦ߦᄙ᭽化ߩ会⊛ଔ୯ⷰ␠ޔߒ

ᶖ⾌⠪߿↢↥⠪߽㧕ࠍⷙ▸ߩบߦᝪߣߛ߈ߴࠆ߃⠨ޕࠆߢࠄ߆ߚ߃ 

ߚࠆࠇߐࠅ➅߇ⵙ್ޔߪޠࡠࡦࡕᴺ㧩ࠦޟߔߛࠅߊߟ߇ⵙ್ቭޔߣࠆࠃߦ࠽࠭ࡐ

ߎߣޕߔ߿ࠅߥߣᮡ⋠߇㈩ಽߥᦨㆡߩḮ⾗ޔߚࠆࠇߐឃ㒰ࠇߐᛕ್߇ㇱಽߥਇวℂߦ߮

ޟࠆࠁࠊޕ߁ߣࠆ߇ᣇะᕈࠆߨ៊ࠍല₸ᕈߪቯᴺࠆࠇࠄߊߟߡߞࠃߦ会⼏ޔ߇ࠈ

⋉ℂ論ߪޠ࿖ኅ߇⾗Ḯߩᦨㆡߥ㈩ಽࠍല₸⊛߽߆ߒޔߦઍଔࠍᡰᛄߦޘੱߥࠊኻ߽ߡߒⴕ

↢ޟߪࠆޔޠ⋉集࿅ޟߩⴕㆊ⒟ߪℂ論ߩߎޔ߫ࠇࠃߦ࠽࠭ࡐޔߒ߆ߒޕࠆ߃⠨ߣ߁

↥⠪⼔ߩޠ┙႐ࠄ߆ỗߊߒ᠄ޕ߁ߣࠆߡࠇߐ⋉集࿅ℂ論ޔߪ╷ߩኻ⽎ߒߣ

ࠃߓหߣຠࠆࠇߐขᒁߢᏒ႐ࠍᵴേߩᐭߪࠇߎޔ߇ࠆߡߌߟࠍᦨఝవ㗅ߦಽ㈩ౣߡ

ࠆߔᦨ大化ࠍ↪ല߇ੱߪߢ⋉ℂ論ޔߒኻߦࠇߎޕࠆߡߓ↢ࠄ߆ߣߎࠆߡ߃ࠄߣߦ߁

߮⚿ߦᵴേߩᐭࠆߔଦ進ࠍኂߩ集࿅ߩ╬⒢⠪⚊ޔᶖ⾌⠪ޔⴐߡߒߦ߁ࠃߩߤޔ߇ߣߎ

  ޕߥߡߒ␜ࠍ߆ߊߟ



ઍޔ߇ࠆ㜞ࠍ₸ല↥↢ߪᅛ㓮⊛ഭޔ߫߃ޕࠆࠇߐឃ㒰ߪല₸ᕈߥ⊛ᓼޔߛߚ

会⊛ን␠ޟ߁ߩ࠽࠭ࡐޔߚߩߘޕ߁ࠈߢߥߪੱࠆߔᤚࠍഭߥ߁ࠃߩߘߪߢ

࠻ࡄߩߢਅߩวᗧޔߡߒߘޕࠆߥߣ೨ឭ᧦ઙ߇ߩޠߊߠၮߦวᗧޟߩޘੱߪޠᦨ大化ߩ

ല₸ᕈ᧦ઙࠍḩޔߪࡠࡦࡕࠦࠆߡߒߚ໑৻᥉ㆉߩଔ୯ߚߒ߁ߘޔ߇ߥߪߢߩ߽ߩߘ

ߣߎࠆធ᷹⋤ߪ↪ലޕߚߡߒߥߺߣࠆ߁ࠅߥߪߦࡓ࠹ઍᦧࠪࠬߩᓼື学ߚߒߑࠍߩ߽

ੱߚߌฃࠍᓇ㗀ߡߞࠃߦᄌ化ޔߪᣇᴺߔ␜ࠍఝ࠻ࡄߩḮ㈩ಽᄌ化⾗ޔߚߥ߈ߢ߇

㆐ߦࠇߘ߇ߡߴߔวᗧޕࠆߢߣߎߔ␜ࠍߣߎࠆߡߒ 

߇ᒝㄼ߿᱂⹊ޔ႐วߚߞ߆ߥߢ߇ࠅߚᒰߡߞ⾈ࠍߓߊቲޔ߫߃ޔߪߣวᗧ߁ߢߎߎ

ࠄޔߦߣߎࠆߓ↢߇ᄬ៊ߡߒߣᨐ⚿ߩߘޔߪ㆐ੱߚߒ⾼ࠍߓߊቲޔߣࠆߔߣߚߞ߆ߥ

ߣޠ೨⊛ఘ㧔ex ante compensation㧕ޟߪࠇߎޕࠆߢᗧ߁ߣߚߡߒวᗧߓ߆

߽߫ޕࠆࠇ೨⊛ఘޔߪߡ߅ߦ⾗Ḯ㈩ಽߩᄌ化ߩ߆⺕ߡߞࠃߦ⁁ᘒ߇ᖡ化߁ߤ߆ߚߒ

大ߌߛࠆ߈ߢఘߦቢోࠍᄬಽ៊ߩᄬ⠪៊߇Ⴧ大ߩ↢会⊛ෘ␠ޔߊߥߪߢߩࠆߥߣ㗴߇߆

 ޕࠆࠇࠊ߇߆߁ߤ߆߈

ࠆޔ߫߃Ꮏ႐߇㧭↸ࠄ߆ B ↸߳⒖ォࠆߔ႐วߩߎޔᎿ႐߽ߡߞߦࠄߜߤߪⅣႺᳪ

ᨴߩߤߥ㗴ߣߥߖߐߓ↢ࠍቯޟࠆࠁࠊޔߣࠆߔ第ਃ⠪ലᨐ㧔third party effect㧕ޠ

ߢ↸㧭ޔߡߞࠃߦߣߎࠆߜ┙ࠄ߆↸㧭߇Ꮏ႐ޔ႐วߩߎޕࠆࠇߐㆶరߦ㊄㌛㗴ࠆߥනߪ

Bޔߒ߆ߒޕࠆߔ↢⊑߇ᄬ៊߁ߣࠆߔ⪬ਅ߇ଔ୯ߩޔࠇࠊᄬ߇↪㓹ߪ ߎࠆߔ⒖ォߦ↸

Bޔࠅࠃߦߣ ޔߪߩࠆߥߣ㗴ߢߎߎޕࠆߔଔ୯߽ߩޔࠇߐഃ߇↪㓹ߥߚᣂߪߢ↸

⒖ォߦ߿࠻ࠬࠦ߁ᾫ✵ഭ⠪߇ㅌ⡯ߚߒ႐วߡߞࠃߦࠇߘޔૐਅࠆߔ↢↥ᕈߛޕ߁ࠈߢ

ߐᄌ឵߇ࡓ࠹ࠬࠪߩᵹㅢޔࠇߐዉ߇ᯏ᪾㜞ߩᕈ↥↢ࠅࠃޔߢ⸳ᣂᎿ႐ᑪࠆࠃߦ⒖ォޔ߇

ߣᨐ⚿ޔ႐วߩߎޔࠄ߆ߛޕࠆߢߕߪࠆ߈ߢలಽ回ߪ࠻ࠬࠦ߁ߦ⒖ォޔ߫ࠇߔࠅߚࠇ

 ޕ߁ߣࠆߥߦߣߎࠆߔჇ大ߪ会⊛ን␠ߡߒ

ࠄ߆ౝᄖߩ経済学߿ᴺ学ޔߕࠄߥߺߩޠ経済学ߣᴺޟޔߡߒኻߦਥᒛߩ࠽࠭ࡐߚߒ߁ߎ

߽ᄡߒᛕ್߇ᶎ߮7ޕߚࠇࠄߖ ޔ߫߃D.ޔ߫ࠇࠃߦࠖ࠺ࡀࠤ㧭߇ᚲޔࠍ⽷ࠆࠆߔ

ߣߎߚߒჇട߇ንߥ⊛会␠ߪߢਥᒛߩ࠽࠭ࡐޔ႐วߚߒ⾼߇㧮ߚߒଔ⹏ߊ㜞߽ࠅࠃࠇߘ

߁ࠃߩߤޔ߇ࠆߢߚߚߌߟࠍ୯Ბߥ㜞ଔߦ⽷ߩߘ߇ᣇߩ㧮߽ࠅࠃ㧭ߛߚߪࠇߎޕࠆߥߦ

ᚲࠍ↥⽷߇㧮ߣ㧭ߦએ೨ࠆߌߟࠍଔᩰߦ⽷߽ߢ႐วߩߎޔߚࠆ߇⚂▚੍߽ߢੱߥ

ߥ߫ࠇߌߥߚᜬࠍᱜᒰᕈߩ߆ࠄ߇ಽ㈩ߩንߪߦ⊛会␠ࠅ߹ߟޔᚲߩ↥⽷ߩߘޔࠅ߅ߡߒ

㊀ⷞࠍ学ᕈ⑼߇࠽࠭ࡐޔߚࠆߔߣᔅⷐࠍଔ୯್ᢿޔߪᱜᒰᕈࠆࠊ㑐ߦಽ㈩ߩንޕߥࠄ

 ޕࠆߡߒ⋪⍦ߪ࠴ࡠࡊࠕᦨ大化ߩ会⊛ን␠ࠆߔ

␠㧯ߡߞߋࠍ⽷ࠆޔ߫߃ޕࠆߔᅷᒰ߽ߦડᬺ㑆ขᒁޔߪᛕ್ߥ߁ࠃߩߎߩࠖ࠺ࡀࠤ

␠㧯ޔ႐วߩߎޕࠆߔߣߚߒ⾼ࠍ⽷߇␠㧯ߚߌߟࠍ୯Ბߥ㜞ଔࠅࠃޔ߈ߣߚߞ߇␠㧰ߣ

ߩ回ߪߦߚࠆߔᱜᒰ化ࠍࠇߘޔ߇㜞߇น⢻ᕈߚߡߒᚲࠍ↥⽷ߩߊᄙ߽ࠅࠃ␠㧰ߪ

                                                  
7 એਅޔD.Kennedy, ̈Form and Substance in Private Law Adjudication ,̉ Harvard Law 

Review, 1976. ࠍෳᾖޕ 



ขᒁࠅࠃ೨ߩขᒁࠍᱜᒰ化ߦࠄߐߪߦߚߩߘޔߕࠄߥ߫ࠇߌߥߖߐએ೨ߩขᒁࠍᱜᒰ化ߐ

  8ޕࠆߢޠේೋ⁁ᘒޟߪవߊ⌕߈ⴕߩ論ℂߩߎޔߦࠆߔⷐޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥߖ

 

ᴺ学ࡓ࠭ࠖ࠹ࡑࠣࡊࠆࠇߐઍߦ࠭ࡓࡎ.Oޔߪޠ経済学ߣᴺޟߩ࠽࠭ࡐߚߒ߁ߎ 

ޔNߪᴺ学ࡓ࠭ࠖ࠹ࡑࠣࡊޕࠆߢߩ߽ࠆߥㅪߦ⛔વߩ ⊛್ᢿߩᩮߦ⑼学⊛ቴⷰᕈ᳞ࠍ

ߣߟ৻ߩ㉼⸂ࡠࡦࡕࠦߪᄾ⚂ᴺߩࠞࡔࠕޔ᧪రޕࠆߔ㊀ⷞࠍᓧജ㧔ᛛᴺ㧕⺑ޔ

ޔߣࠆࠇ߇⺑学ߔߥߣ⟵ᱜࠍല₸ᕈߥ߁ࠃߩ࠽࠭ࡐߦߎߘޕߚ߈ߡࠇࠄߌ⟎ઃߡߒ

࠭ࡐ߁ߣޠࠆߢ⟵ᱜߪല₸ᕈޟޔߚߩߘޕߥᓧࠍࠆߑࠄߥߦ▸ଔ୯ⷙߪᱜᒰᕈߩߘ

 ޕࠆߢߩߚߞ߹ߒߡߞߥߣᕡ╬ᑼߥ߈ߢߩߣߎߔ߆േ߿ߪ߽ߪਥᒛߩ࠽

 

 એߩࠇߕޔߦ߁ࠃߩ学⺑߽日ߩ会␠ᴺࠍℂ⸃ߪߡߒߣ࡞࠷ࠆߔචಽޔ߇ߥߪߢ

ਇߩ⚂ᄾޔߟߟ߃߹〯ࠍᚑᨐߩߢ߹ࠇߎޔߪޠ経済学ߣᴺޟߟᜬࠍⷞⷺࠆߥ⇣ߪߣ࠽࠭ࡐ

ቢᕈࠍ೨ឭߡߒߣᣂߥߚߩ᭴▽ߦะߡߚࠄࠍ┨ޔߢߎߘޕࠆߡߞ߆ᬌ⸛ޕࠆߔ 

 

 

 

 

6. ᄾ⚂ਇቢᕈߣᒝⴕᴺⷙ 

વ⛔⊛ࡠࠢࡒߥ経済学ߩᚻᴺࠍડᬺ論ߦᜬߜㄟߛࠎ႐วNޔ ਥߦ⊛Ⓧᭂࠍሽߩ࡞࡞⊛

ᒛ߇ߣߎࠆߔ㔍ߦߢߔߣߒㅀޕߚߴડᬺ論ߢ߆ߥߩNޔ ޔߪ↱ℂࠆߔ⢐ቯࠍሽߩ࡞࡞⊛

ฎౖ⊛ߥℂ論ߩᣇ߇ኈᤃޕߚߞߢ 

ߩ࠭ࡦࡒߣࡃޔ߫߃⼏論ޔ߽ߢ経༡⠪ᡰ㈩ࠄ߆ᩣਥࠍ⼔ߦߚࠆߔᴺᓞ߇ᔅ

ⷐߪߩ߁ߣߛන⚐ޔ߇ߛᴺ⊛ߩ࡞࡞ᔅⷐᕈߪ⺑ޔߪߦ⊛⥸৻ࠅࠃޔߚ߹ޕࠆ߈ߢᴺߪ

ડᬺޔ߫߃⸒ߡߒ㑐ߦડᬺޕࠆ߇⸂ℂ߁ߣࠆߢߩ߽ߩߚࠆߔ⼔ࠍޠ会⊛ᒙ⠪␠ޟ

 ޕࠆߥߣޔߛ߈ߴࠆࠇߐ⼔ࠄ߆ࠆߢޠᒙ⠪ޟߪ㧕ᛩ⾗ኅߩ㧔ੱߡߒኻߦ❰⚵߁ߣ

ޔࠛ↪⾌ขᒁߦߢߔޔߪⓥ⎇ߩ日ޔߒ߆ߒ ޔࠅ߅ߢࠎ進߇ⓥ⎇ߩ╬ᮭ↥⽷ޔࠪࡦࠚࠫ

ౣ߮ฎౖ⊛ߥ⼏論ߦ回Ꮻࠅߪߣߎࠆߔᓧޕߥઍߩડᬺ論ߣࠍ࠴ࡠࡊࠕߥ߁ࠃߩߤߪ

ᒝⴕߗߥ߇会␠ᴺޔߣࠆߥ߁ߎޔߒ߆ߒޕ߁ࠈߢ߈ߴߔ⊑ࠄ߆ޠ᧤ߩ⚂ᄾޟޔࠃߖߦࠆ

ᴺⷙߗߥޔ߆ߩߥડᬺౝㇱߥ↱⥄ߢਥߣޔ߆ߩߥߌߪߡߞߊߟࠍࠬࡦ࠽ࡃࠟߩ⥄⁛߇

 ޕࠆߊߡߓ↢߇㗴ߚߞ
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ᓧߣߥᛕ್ޕࠆߔR.Posner,̈The Economics of Justicẻ,2nd ed, Harvard University 
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⾌ขᒁޔߪࠇߎޕࠆߢޠᄾ⚂ਇቢᕈޟ߇ߩࠆߔ⋠ᵈ߇ޠ経済学ߣᴺޟߩ日ޔߢߎߘ

วℂߩⵙ್ᚲߪߚ߹ᒰ⠪ߪߦ⊛⚳ᦨޔ߇ߚߡࠇ߹ㄟߺ⚵߽ߦℂ論ߩࠪࡦࠚࠫࠛ߿↪

ࠇߐ⸂ℂߣޠቯ⺞੍ޟߩ⒳৻ߪ⚂ᄾ⊛⑳ޔߦߚߚߡࠇ߆⟎߇ା㗬ᒝߦᗧᕁቯߥ⊛

ࡃࡠ߽ࠣ߆ߒޔࠅ߅ߡߒ㓏ጀ化ߪജ㑐ଥߩߣขᒁ⋧ᚻޔߪߢ⇇ߩታޔߒ߆ߒޕߚ߈ߡ

ᕆߩ経済ⅣႺޔߡߒߘޔ㘧べ⊛Ⴧ大ߩᖱႎ㊂ޕߒ⪺߇進ዷߩ㜞ᐲ化ޔⶄ㔀化ߢ߆ߥߩ化࡞

ㅦߥᄌ化ߪᏱߦᖱႎߩ㕖ኻ⒓߿ᄾ⚂ਇቢᕈࠍߣߎߩߘޕߔࠄߚ߽ࠍ〯߹ߚ߃႐ว߽ޔ ߿ߪ

੍ቯ⺞ߪᚑߣߥߚ┙ࠅޕ߁ࠈߢ߈ߴࠆ㧔ޔߒߛߚᄾ⚂ਇቢᕈߡߞߣࠄ߆ࠆ߇

ᔅ߽ߒߕ␠会ߦ㕖ല₸߇ሽߪߣࠆߔ㒢ޔߒߥࠄડᬺ߇ᦨ大ߩẢࠍᓧ߽ߣߥࠇࠄ㒢ࠄ

 㧕ޕߥ

 

ߩ会␠ᴺޕ߆߁ࠈߛߩࠆ߇ߥߟߣᒝⴕᴺⷙߩ࡞࡞⊛ᴺߦ߁ࠃߩߤ߇ᄾ⚂ਇቢᕈޔߪߢ

ሽߪߩ経済ਥ߇ᄾ⚂ᦠࠍᚑ߁ߣޔߚࠆߔᷫ▵ࠍ࠻ࠬࠦࠆߔℂ↱એᄖߟߊࠍ
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1. 第ਃ⠪ലᨐࠅࠃߦਇ⋉ࠍฃࠆߌ႐วޕޔડᬺࠆࠃߦਇᴺⴕὑ߇㗴ߡߞߥߣ

႐ߩ㧕ੱߚߌฃࠍⵍኂߢਇᴺⴕὑௌᮭ⠪㧔ਇᴺⴕὑߊߟߊ㜞ߦ㕖Ᏹ߇↪⾌ߩᷤޕࠆ

วޔ会␠ᴺ߇છᗧᴺⷙޔߣࠆߔߣߚߞߢௌᮭ⠪߇⼔ࠆࠇߐน⢻ᕈߊߒ⪺ߪૐਅߔ

೨ޔߚࠆߢᔅⷐ߇↪⾌ߣ㑆ᤨޔ߇ࠆࠇࠊⴕߡߓ߁ߟࠍⵙ್ߪᢇ済ߥ⊛ᓟޕࠆ

ࠆߥߣޠᄖㇱ経済ޟߪ࠻ࠬࠦߩ߈ߣߚߓ↢߇ኂ៊ޔߚ߹ޕࠆࠇࠄ᳞߇࡞࡞⊛ᴺߩ

 ޕࠆߥߊߥࠇߐᦨㆡ化߇ડᬺⴕേޔߚ

2. ⽷⊛ᕈᩰޕ会␠ᴺ߇ᒝⴕᴺⷙߩߡߴߔ߷߶ޔߪߣߎ߁ߣࠆߢડᬺߦኻޔߡߒ

৻ᓞࠍ࡞࡞ߦㆡ↪ࠍߣߎࠆߔᗧޕࠆߡߒߦછᗧᴺⷙޔߣࠆߔߣߛડᬺߞࠃߦ

ߦታ㓙ޕࠆ߇น⢻ᕈ߁߹ߒߡ߃឵߈ᦠߦൎᚻࠍ࡞࡞⸽ௌോࠆߔኻߦௌᮭ⠪ߪߡ

ぷࠍ⾗ᛩࠅ㒢ࠆ߇น⢻ᕈߩߘޔ߽ߡߊߥߎߡ߇ੱࠆߓ↢ࠍ⋊ਇޔࠇࠊⴕ߇ࠇߘ

ふࠆߔᛩ⾗ኅޔߪࠆޕ߁ࠈߛࠆߪขᒁ⋧ᚻߩߣᄾ⚂ޔߪᏱࡘࠪ࠶࠽ߦᷤ⸃ߣ

ቯߥ⊛ᕭᗧߡߞࠃߦᒝⴕᴺⷙޕࠆߥߊߥ߈ߢ߇ߣߎࠆᓧࠍᨐ⚿ߥᦨㆡޔ߹ߒߡߞߥ

᱅ᚑࠍ㒐ߩߎޔߪߣߎߋὐߪߢᅷᒰᕈߩߘޔߒߛߚޕࠆ߇⒟ᐲߪߡߞࠃߦડᬺ

 ޕࠆ߇ࠇᕟߔ߷ࠍᖡᓇ㗀ߦ⋊

3. ౣᷤߩ㒐ᱛޕᄾ⚂✦⚿ᓟ߮ౣߦᷤߩޔ߫ࠇߔߣࠆ߇ല₸ᕈ߇ૐਅࠆߔน⢻

ᕈޕࠆ߇ᄾ⚂ਇቢᕈࠍ೨ឭޔ߫ࠇߔߦᓟ⊛ౣߥᷤߩߪᱷޔ߇ߛޕࠆࠇߐ

ᴺࠍ࡞࡞߁ࠈߢࠆߔᒰὼวᗧޔ߫ࠄߥࠆߢ⊛วℂ߇ขᒁ⋧ᚻߩߘߣડᬺࠆ

化ߪߣߎߊ߅ߡߒᔅⷐޔࠄߥߗߥޕࠆߢߦᒰ⠪ห჻ߩᄾ⚂ߚߞߛ႐วޔᄾ⚂㆑

ߦ࠻ࠬࠦߩ㕖ኻ⒓߇ሽޔߣࠆߔ㆑߳߇ࡉࠖ࠹ࡦࡦࠗߩ㜞ޔࠅߥߊᦨㆡߥขᒁ
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ߒේೣጁⴕߪ⚂ᄾߚࠇߐ⚿✦ᐲ৻ߡߞࠃߦᒝⴕᴺⷙޕߛߚࠆ߇ࠇᕟࠆߥߦ࿎㔍߇

 ޕࠆߥߊߔ߿ߒត᳞ࠍᨐ⚿ߥᦨㆡ߫ࠇߔߣޔߥࠄߥ߫ࠇߌߥ

4. 集วⴕὑߩ㗴ߪߦࠇߎޕ大ߊ߈ಽߡߌ㧞ޕࠆߟ第㧝ޔߦวℂ⊛ή㑐ᔃޕ会␠ᴺ߇

છᗧᴺⷙߥ߁ࠃߩߤޔߣࠆߔߣߚߞߛቯ᱅߇ᚑࠍ߆ࠆߡࠇߐᛩ⾗ኅߪ⚦ߴ⺞ߦ

ߥߪᔅⷐ߁ⴕߡߒᜂ⽶ࠍ࠻ࠬࠦ߇ᛩ⾗ኅోຬߪߩߘޔߒ߆ߒޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥ

ߔߣࠆߥ߁ߘޔߢߌࠊ߫߃ࠄ߽ߡ߃ᢎࠍᨐ⚿ߩߘޔߡߒᩏ⺞߇߆⺕ޔࠅ߹ߟޕ

ޕ߁߹ߒߡߞߥߦ࠳ࠗࡈߡߒᢿ್ߣޠ߁ࠈߛࠆߔ߇߆⺕ޟ߇ᛩ⾗ኅߩߡߴ

第㧞ޔߦ経済学ߩ⇇ߦߢߔߪߢฬޔ߇ࠆߢᛩߩࠬࠢ࠶࠼ࡄߩ㗴ޕᩣᑼ会

⼏᥉ㅢࠆࠇߐቯߡߞࠃߦหᗧߩㆊඨᢙޔߪߢᩣਥ✚会ࠆߢᦨ㜞ᗧᕁቯᯏ㑐ߩ␠

ޔߣᛩࠍࠬࠢ࠶࠼ࡄߩ回ㆱߦߚࠆߔ㧟ಽߩ㧞એߩหᗧߡߞࠃߦᚑ┙ࠆߔ․

⼏ޕࠆ߇日ᧄߢ㧞㧜㧜㧢年ߦᣉⴕߚࠇߐ会␠ᴺޔߪข✦ᓎߩ⸃છ߇એ೨ߩ․

⼏ࠄ߆᥉ㅢ⼏ߦᄌޔࠟߪࠇߎޕߚߞࠊ 㧔⢻߇ߚࠇߐᄌᦝߢ⊛⋠ࠆߔᒝ化ࠍࠬࡦ࠽ࡃ

ജߦ㗴ࠆߩ経༡⠪ࠍㅦߦ߆߿ㅊߚࠆߔ㧕ߡߞࠃߦࠬࠢ࠶࠼ࡄޔᕁߧࠊ⚿ᨐ

 ޕࠆࠇࠄ᳞߇࡞࡞⊛ᴺߪ႐วࠆࠇߐ੍᷹ߣࠆߔ↢⊑߇ᄬ៊ߩ߆ࠄޔࠅߥߣ

5. ᦨᓟߌߛߟ৻߁߽ޔߦઃߌടޕߚ߃೨ㅀޔߦ߁ࠃߚߒขᒁ⾌↪ߩ経済学ޔߪߢ⽷↥

ߒኻߦࠇߎޕߚߡߞߥߣ㗴ߥ㊀ⷐߦ㕖Ᏹ߇ㆬᛯߩ᭴ㅧࠬࡦ࠽ࡃࠟ߿ߡᒰࠅഀߩᮭ

ߡߒᚲ߽ࠍ↥⾗⊛‛߇ᚲ⠪ߩ↥⾗⊛ੱߥ⊛㑐ଥ․ᱶޔߪߢ࠴ࡠࡊࠕᮭ↥⽷ޔߡ

ޔ߇ᓥᬺຬߩડᬺࠆޔ߫߃ޔߒ߆ߒޕࠆߥߦߣߎߥߓ↢ߪࡊ࠶ࠕ࠼࡞ࡎ߫ࠇ

ޔࠦߦߚࠆߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ↪ࠍ↥⾗⊛‛ߥ↪ߺߩߦડᬺߩߘ ߒᏆ⽶ᜂ⥄ࠍ࠻ࠬ

ࠄ߆ᩣਥ㧕ޔࠅ߹ߟ⠪㧔ࠆߔᚲࠍ↥⾗⊛‛ߩડᬺߩߘޔ႐ว߁ߣ߆ࠆߔࠍ⾗ᛩߡ

ߛ߁߹ߒߡ߃ᚻបࠍ⾗ᛩߪᓥᬺຬޔ߈ߣߚࠇߐᗐ੍ߣࠆࠇࠄ߃ട߇㒢ߦ↪ߩ↥⾗

ޔࠅ߹ߟޕ߁ࠈߛࠆߦߎߎߪߟ৻ߩ↱ℂߥࠄߥ߫ࠇߌߥߢᒝⴕᴺⷙ߇会␠ᴺޕ߁ࠈ

ડᬺߩ↥⾗⊛‛߁ߣᚲ⠪ߪᩣਥޔ߽ߡߒߣࠆߢડᬺߩ↥⾗⊛ੱߪታߩᚲ

⠪ޔߡߒߣᩣਥࠄ߆ࡊ࠶ࠕ࠼࡞ࡎࠆࠃߦᓥᬺຬࠍ⼔ࠆߔᔅⷐᕈޟޕࠆ߇ᓥᬺຬ

ᜬߜᩣᐲߪޠޔߡߒߣᓥᬺຬߪၮᧄ⊛ߦડᬺࠍ↥⾗ߩᚲޕߥߡߒ໑৻ߩ⾗

ߔ⼔ࠍ↥⾗ߩᏆ⥄ߡߞࠃߦขᒁࠆߌ߅ߦᏒ႐ޔࠄ߆ࠆߢߺߩഭ⢻ജߩᏆ⥄ߪ↥
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ޔNߦ߁ࠃߥ߆ࠄߢ↱ℂߚߒ߁ߎ ߒߪല₸ᕈߩ会␠ޔ႐วߚߞ߆ߥߒሽ߇࡞࡞⊛

ༀᗧޟࠍࠄ⥄ߡߒኻߦ会␠ޔߪߣߎࠆߔㆩࠍ࡞࡞ߥ߁ࠃߩߎޔߚ߹ޕ߁ࠈߛࠆߔૐਅࠈ

ߣ㗴߇ਇߩડᬺޔ日ޕࠆߥ߽ߦߣߎࠆߔ⊑ࠍ࡞࠽ࠣࠪ߁ߣࠆߢޠࡗࡊߩ

 ޕ߁ࠈߛ߁߹ߒߡߞߥߦ⇇ߩછᗧᴺⷙޔታޔߣࠆࠇߐ⟎߇ࠇߎޔ߇ࠆߡߞߥ
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日ᧄޔߪߢ㧝㧥㧥㧣年ߦ⁛භᱛᴺ߇ᡷᱜޔࠇߐ⚐☴ᜬߜᩣ会␠߇⸃ޔߚ߹ޕߚࠇߐ㧞

㧜㧜㧟年ߪߦᆔຬ会⸳⟎会␠߇ޔߡߒߘޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇࠄ㧞㧜㧜㧢年ߩ会␠ᴺᣉⴕޕ

ޔ߇ࠆࠇࠊߣߚࠇߐዉ߇ޠࠬࡦ࠽ࡃࠟߩဳࠞࡔࠕޟ߫ߒ߫ߒޔߪᴺᐲᡷᱜߩࠄࠇߎ

ޔߡߒߣߪᄌᦝㇱಽߩ࡞࡞⊛ᴺޔߒߛߚޕ߁ࠈߛߡߞߣኻᔕߩ経済߳࡞ࡃࡠࠣ

ᤨὐߢᱜߩẢߺ↢ࠍࠆߡߒડᬺߣߢ߹ࠇߎޔߪหࠍࠬࡦ࠽ࡃࠟߓណ↪ߥߪߢߩࠆߔ

ᚻߩ⥄⁛߇ડᬺߩࠇߙࠇߘޔߒᄙ᭽化ߔ߹ߔ߹ߪ᭽ᑼߩࠬࡦ࠽ࡃࠟߪߢ日ᧄޔࠅ߹ߟޕ߆

ᴺޕ߁ࠈߛߊߡߒ⚝ᮨࠍ会␠ᴺߚߒ߁ߘߪᄙ᭽ᕈߊ⽾ࠍᔅⷐޕࠆ߇ડᬺߩㅘᕈߩ⏕ޔ

ࠆޔߡߴᲧߣ߈ߣߥޔߪ⟵ሽᗧߩ会␠ᴺޕߤߥలߩ㧔ᖱႎ㐿␜㧕ࡖࠫࡠࠢࠬ࠺

経ߣᴺޟࠆࠊ㑐ߦ会␠ᴺޕࠆ߹ߢ߆߁ߤ߆ࠆ߈ߢ⸘⸳ߦ⊛₸ലࠍጀ␠会৻ࠅࠃ߇ᣇߩ߈ߣ

済学߽࠴ࡠࡊࠕߩޠห᭽ޟޔߢല₸ᕈߪᱜ⟵ޟޔߊߥߪߢߩޠࠆߢሽߡߞࠃߦߣߎࠆߔ

␠会ࠅࠃ߇৻ጀല₸⊛ࠆߥߦᴺ⊛ߡߒߦ߆ߪ࡞࡞น⢻ࠍޠ߆ᱜ⟵ߩᩮޕࠆ᳞ߡߒߣ

回ߩᴺᓞᣉⴕ߇日ᧄߩ␠会ߦ߁ࠃߩߤࠍല₸化ޔ߇߆ߚ߈ߢᓟᬌ⸽ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐ

 ޕ߁ࠈߛ
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進化経済学論集第㧝1 集                   2007 年 3 月 24-25 日          

京都大会ᣈ京都大学 
 

 
日ᧄဳ経済ࠪࠬߩࡓ࠹ᄌ㕟ⷰߣశ┙࿖ߩᗧ⟵ 
̆日ᧄߩᧂ᧪ޔ␠会ߩ⎬⋥化ⷰߣశ┙࿖ߦ㑐ࠆߔ⠨ኤ̆ 

 
                        日ᧄ⥶ⓨ    ᵏ日ሶ 
ⷐᣦ 
ᚒ߇࿖ޔߪᚢᓟޔᄸ〔⊛߽ߣᒻኈࠆࠇߐ経済ᚑ㐳ࠍㆀߩߎޔ߇ߚߍ経済ᚑ㐳ࠍᡰߚ߃日

ᧄဳ経済ࠪࠬࡓ࠹㧔日ᧄဳ⾗ᧄਥ⟵㧕߿߮✋ߦᱡࠅ߅ߡߓ↢߇ߺᄌ㕟ࠍㄼ20ޕࠆߡࠇࠄ
♿ߩᦨᓟᤨߩᦼޔߦ経済ᚑ㐳߇ṛߒฦ⒳␠会㗴߇㗼化ᤨߥ߁ࠃߩߎޕߚߒઍߩᄌ

㕟ᦼߦᚒ߇࿖ߩᱧผೋߩߡ⹜ߡߒߣߺᶋⷰ߇ߩߚߒశ┙࿖ߩߘޔ߇ࠆߢవⴕߪ߈

ᭉⷰޕߥߪߢߩ߽ࠆ߈ߢ 
日ᧄဳ経済ࠪࠬࡓ࠹㧔日ᧄဳ⾗ᧄਥ⟵㧕ߩਛᩭߦ⟎ߪߩࠆߔㅧᬺޔࠅߢㅧᬺߩ

ᚑഞޔߪ㜞ຠ⾰ߩຠࠍല₸⦟ߊ大㊂ߩߚࠆߔ↥↢ߦ㜞ᐲߦ⛔ߚࠇߐࠅࠃߦዉ߆

↢ߢߎߘޔߚ߹ޔၞ߿࿖ߪ⾰ᧄߩߘޔߢ࡞࠺ࡕᧄ᧪వ進࿖ဳߪߣశ┙࿖ⷰޔᣇ৻ޕߚࠇ

ᵴੱࠆߔ㑆ߩ㝯ജߪ⊛⋠ߥ⊛⟵৻ޔࠅߢᄖ࿖ੱᣏⴕ⠪ߩჇടⷰޕࠆߢశ┙࿖ߩታߩ

ᔅⷐࠆߢ会␠㜞ߩഃㅧᕈߢᨵエࠅࠃޔߊߥߪߢ会␠ߚߒ化⋤⎬ߺ進߇⛔ޔߪߦߚ

 ޕࠆߡࠇࠄ᳞ࠍᄌ㕟ߥ⊛ᩮᧄߩ会␠ߩ࿖߇ᚒߪߢᗧߩߘޔࠅ߇
日ᧄဳ経済ࠪࠬࡓ࠹㧔日ᧄဳ⾗ᧄਥ⟵㧕ߩㅌޔߪShumperter ࡔᧄਥ⟵፣უ⾗ߚߓ論߇

Toynbeeޔߦหᤨޕࠆߢߩ߽ࠆߥ㊀ߣࡓ࠭࠾ࠞ ߿ℂ論(Mimesis Theory)ࠬࠪࡔࡒߩ Ortega
ߎޔ߇ဋ⾰ᕈߩ࿖߇ᚒޔߦࠄߐޕࠆ߈ߢ⏕ࠍࡓ࠭࠾ࠞࡔᒻᚑߩߘޔ߽ࠄ߆ߤߥ大ⴐ論ߩ

ߩశ┙࿖ⷰޕߥߪߢኈᤃߪᄌ㕟ߩߘޔࠅ߅ߡߍࠅߦߩ߽ߥၷ࿕ߢ㜞ᐲࠅࠃࠍ⛔ߩ

ታߦኻࠆߔ ᔨߩߎޔߪ␠会ᄌ㕟ߩ࿎㔍ޕࠆߢ߃ࠁߐ 
日ᧄဳ経済ࠪࠬࡓ࠹㧔日ᧄဳ⾗ᧄਥ⟵㧕ߩㅌᦼߦᶋⷰߚߒశ┙࿖ޔߪ日ᧄဳ経済ࠪ

経済એߦߚߩ経済⊒ዷޔߦหᤨޔ化⋤⎬ߩ会␠ߚߒࠄߚ߽߇㧔日ᧄဳ⾗ᧄਥ⟵㧕ࡓ࠹ࠬ

ᄖߩ㕙ߢ大ߥ߈ઍఘࠍᡰᛄߦߣߎߚ߈ߡߞኻࠆߔ⼊㏹ⷰޕࠆߢశ┙࿖ߩᶋࠅࠃߦ日ᧄ

経済❥ᩕߦߍ߆ߩሽࠆߔ大ߦ†‶ߥ߈శߚࠇߣߩࠬࡦࡃޔࠅߚ߇␠会ߩ⊒ዷ߇ታ

ޔ߫ࠇ߈ߢ߇ߣߎࠆߣߌฃߊߒᱜ߇会␠ࠍ⟵ᗧߩశ┙࿖ⷰߩߎޕࠆࠇߐᦼᓙ߇ߣߎࠆߔ

日ᧄဳ経済ࠪࠬࡓ࠹㧔日ᧄဳ⾗ᧄਥ⟵㧕ߪᣂ⚿ว㧔ࠗࡦ࡚ࠪࠚࡧࡁ㧕߇ᓳᵴ߮ౣߒᕷࠍ

ߔଦࠍᄌ㕟ߩߎޔࠅߢᄌ㕟ߩ㧔日ᧄဳ⾗ᧄਥ⟵㧕ࡓ࠹日ᧄဳ経済ࠪࠬߪࠇߎޕߔ߈็

 ޕࠆߢ⟵ᗧߩశ┙࿖ⷰ߇ߩ
 ᧄ論ᢥޔߪ⊛⋠ߩ日ᧄဳ経済ࠪࠬࡓ࠹㧔日ᧄဳ⾗ᧄਥ⟵㧕ߩㅌᦼߦ⊓႐ߚߒᣂߥߚ࿖

ኅ⊛ขⷰࠆߢߺ⚵ࠅశ┙࿖ߩᗧ⟵ޔࠍ進化⊛経済学ߚ߹ޔ⾗ᧄਥ⟵፣უ論ߤߥ

Shumperter Ꮢ႐経済ߪᤓޕࠆߢߣߎࠆߔ⠨ኤߡ⟎ߦ␆ၮߩ⼂㗴ᗧࠍᕁᗐߣℂ論ߩ

ߒኒ化✕ޔⶄ㔀化ࠅࠃߪଐሽ㑐ଥ⋦ߩ㕖経済㗔ၞߣ経済㗔ၞޔࠅࠃߦ進ⴕߩ⇇化߳ߩ

ߞⴕࠍ⠨ኤࠄ߆ⷞὐߩ会⑼学␠ߊᐢޔߕߖ㒢ቯߦ経済学⊛ⷞὐߡ߅ߦᗧߩߘޔࠅ߅ߡ

 ޕߚ
 
㧝㧚ᐨ論 
 
 ᚒ߇࿖ޔߪᚢᓟޔᄸ〔⊛߽ߣᒻኈࠆࠇߐ経済ᚑ㐳ࠍㆀߩߎޔ߇ߚߍ経済ᚑ㐳ࠍᡰߚ߃日

ᧄဳ経済ࠪࠬࡓ࠹㧔日ᧄဳ⾗ᧄਥ⟵㧕߿߮✋ߦᱡࠅ߅ߡߓ↢߇ߺᄌ㕟ࠍㄼ20ޕࠆߡࠇࠄ
♿ߩᦨᓟᤨߩᦼޔߦ経済ᚑ㐳߇ṛߒฦ⒳␠会㗴߇㗼化ᤨߥ߁ࠃߩߎޕߚߒઍߩᄌ

㕟ᦼߦᚒ߇࿖ߩᱧผೋߩߡ⹜ߡߒߣߺᶋⷰ߇ߩߚߒశ┙࿖ޕࠆߢ 
ޔ⊛⋠ߩߘޔߒ㑐ߦశ┙࿖ⷰޔߪߣᔨ ߩߘޕࠆ߇ᔨ ߥ߈大ߒኻߦߺ⹜ߩߎޔߒ߆ߒ
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ᗧ⟵ߦ⇛☻߽ߦࠅ߹ޔࠍ⚿論ޔ⊛⋠ߩ⌀ߩߘޔࠅ߅ߡߌߠᗧ⟵ߊᷓࠍߤߥជࠅਅߎࠆߍ

 ޕࠆߢߣߎࠆߡߒᆎ⚳ߦ論⼏ߥ⊛㕙ߊߥߣ
2006 年ߩᄕᒛᏒߩ⽷⎕✋ⷰޔߪశ┙࿖ߩታߦᙬ⇼⊛ࠍࠆߑࠄߥߦᓧߥߟ৻ߩ

ޔߣ࠻ࠬࠦߩ⸳శᣉ⸳ᑪⷰ↞ߩߒᡰㅢޔ߇ߚߞ࿑ࠍォ進ߩశ߳ⷰࠄ߆㋶ޕࠆߢ

▤ℂㆇ༡ࠦࠬߦ࠻⠴߃ಾߕࠇⓨ೨ߩ⿒ሼߢ⎕✋ߩߎޕߚߒⷰߪశ↥ᬺߩᧄ⾰ࠍቢోߦ

ขࠅ㆑ߚߡ߃⚿ᨐޕࠆߢ 
経済ߩṛᦼߦ㗼化ߚߒ␠会㗴ޔߪၞᩰᏅߩ大ޔዋሶ㜞㦂化ߩᣵ進ੱޔ ญᷫዋޔ

ᢎ⢒ߦߤߥੱࠆࠇࠄ⊛⾗Ḯߩഠ化ޔዞᬺᯏ会ࠍ༚ᄬߚߒ⧯⠪ߩ大㊂⊒↢ޔක≮ࠬࡆࠨ

 ޕࠆߢࠎߦᐢ▸࿐ߤߥ፣უߩၞޔರᖡ化ߩ⟍‽ޔ⸂ߩኅᣖޔෂᯏߩ
 ᧄ論ᢥޔߪ⊛⋠ߩ進化⊛経済学ޔߚ߹ޔ⾗ᧄਥ⟵፣უ論ߤߥ Shumperter ᕁᗐߣℂ論ߩ

ᗧߩశ┙࿖ⷰߣᄌ㕟ߩ㧔日ᧄဳ⾗ᧄਥ⟵㧕ࡓ࠹日ᧄဳ経済ࠪࠬޔߡߒߣ␆ၮߩ⼂㗴ᗧࠍ

 ޕࠆߢߣߎࠆߔ⠨ኤࠍ⟵
 Shumperter㧔1954㧕ߪ進化⊛経済学ߩᔨࠍޔ߇ߚߒߦ߆ࠄߪᏒ႐経済ߩ⇇化

⊛進化ޔࠅ߅ߡߒኒ化✕ޔⶄ㔀化ࠅࠃߪଐሽ㑐ଥ⋦ߩ㕖経済㗔ၞߣ経済㗔ၞߤߥ進ⴕߩ

ⷞὐߩߘߦࠄߐޔߪ㊀ⷐᕈࠍჇޕࠆߡߒᚒ߇࿖ޔ߽ߡ߅ߦ経済ࠍขࠅᏎޟߊᐲޠ(㕖
経済㗔ၞ)߇大ߊ߈ᄌ化ޕࠆߡߒ࿖㓙⊛ޔߪߦ㊄Ⲣޔᖱႎࠬ࠳ࡏߩ化ޔ日☨ห⋖ᷓߩ

化ࠕࠫࠕޔㄝ࿖ߩᄌ化ޔߤߥ࿖ౝ⊛ޔߪߦ೨ㅀߩㅢࠅዋሶ㜞㦂化ੱޔญᷫዋޔၞᩰᏅ

 ޕࠆߢࠎߦᐢ▸࿐ߤߥ大ߩ
               
 ޠᐲ⊛経済学ޟ   
                      ᤨ㑆ゲ㧔ᱧผ⊛ⷞὐ㧕 

⚻ᷣ㗔ၞ

ᐲ

 
       ࿑㧝 ޟ進化⊛経済学ߩޠᔨ࿑㧔Ⴎ㊁⼱1993ޔ  ࿑ᒻ化㧕ࠍ
 
 Shumperter ࠍะࠆߔ፣უࠄ⥄߇⒎ᐨߥ⊛⟵ᧄਥ⾗ޟޔߦ߃ࠁᚑഞߩߘߪ⟵ᧄਥ⾗ޔߪ

Shumperterޕ㧔American Economic Association,1949㧕ޕߚߓ論ࠍᧄਥ⟵፣უ論⾗ߣޠޕߟ߽
 (ⷐᣦߩᢥ⸶⇌᧲ޔਛጊ)ޕࠆߢࠅㅢߩએਅߪⷐ࿃ߩߟ㧠ߩᧄਥ⟵፣უ⾗ߚߴㅀ߇
Ԙታᬺኅ㓏⚖ߩᚑഞߩߡߴߔ߇㓏⚖ߦኻߡߒᣂߒ↢ᵴ᳓Ḱࠍታ߇ߣߎߩߘޔߒㅒ⺑

⊛経済ߩ⚖㓏ߩࠄࠇߎޕࠆߥߦߣߎߔ፣ࠅಾࠍᴦ⊛ޔ⊛会␠ߩ⚖ታᬺኅ㓏ߦ⊛

 ޕࠆ߇ะࠆࠇߐቭ化ߟ߆ޔࠇߊ߅ઍᤨޔߪ⡯⢻ߥ
ԙ⾗ᧄਥ⟵⊛ߥᵴേ߇ᧄ⾰⊛ޟߦวℂ⊛ޔߦߚࠆߢޠวℂ⊛ߥᕈะࠍ᥉ࠆߖߐ

ะߜ߽ࠍਅߩޔᓥ㑐ଥߩᔘታᕈߩߎߣᘠ⠌ޔࠍߣ⎕უࠆߔะޕࠆ߇ 
Ԛታᬺኅ㓏⚖߇Ꮏ႐߿会␠ߩߦኾᔨߩߟ৻ޔߪߣߎࠆߡߒᴦ⊛ߥ♽ߩߟ৻ߣ

⍮⼂㓏⚖ࠍߣഃㅧࠆߔ╭ߩߘޔ߇ߚߞߥߣ᭴ㅧߣኂ㑐ଥޔߪߣ大ⷙᮨડᬺߩኂ

 ޕࠆߥߣᨐ⚿ࠆߒߖዷ⊑ࠍᘒᐲߥ⊛ᢜኻߦࠇߘߡߒߣ߈ߣޔߒ┙⁛ߪߣ
ԛߩࠄࠇߎߡߴߔ⚿ᨐޔߡߒߣ⾗ᧄਥ⟵⊛␠会ߩଔ୯࿑ᑼޔߪ࿃ᨐ⊛ߩߘߪߦ経済⊛ᚑ

ഞߦ㑐ㅪޔߩߩ߽ߚߡߒߪߢ大ⴐߩᔃߦኻࠆߔᡰ㈩ജࠍᄬࠄߐޔߕࠄߥߺߩߚߞ

↢ޕࠆߢߩ߽ߚߞߚߦ߁ᄬࠄߔᡰ㈩ജࠆߔኻߦߩ߽ߩߘ㓏ጀޠᧄኅ⾗ޟߚ߹ߪߦ

ᵴ㓚ޔ߿ᐔ╬߿⛔ߦኻࠆߔㄭઍ⁴ߩㆇേߊ߹߁ߦ߆ߢ߃߁ߩ✢ߩࠄࠇߎޔ߇⺑

ᤨߤࠎߣ߶ޔߪߦߚߔ␜ࠍ߆ࠆࠇࠄߖ㑆ࠍᔅⷐޕߥߒߣ 
Shumperter  㧔日ᧄဳ⾗ᧄਥࡓ࠹日ᧄဳ経済ࠪࠬ߇ࡓ࠭࠾ࠞࡔߩᧄਥ⟵፣უ⾗ߚߓ論ߩ

⟵㧕ㅌߦࠇߘߩ㊀ߩߘޔࠅߢߩ߽ࠆߥ㘃ૃᕈࠍ⠨ኤޕࠆߔ 
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㧞㧚ⷰశ┙࿖ߩ⋡⊛ 
 
日ᧄဳ経済ࠪࠬࡓ࠹㧔日ᧄဳ⾗ᧄਥ⟵㧕ߩਛᩭߦ⟎ߪߩࠆߔㅧᬺޔࠅߢㅧᬺߩ

ᚑഞޔߪ㜞ຠ⾰ߩຠࠍല₸⦟ߊ大㊂ߩߚࠆߔ↥↢ߦ㜞ᐲߦ⛔ߚࠇߐࠅࠃߦዉ߆

↢ߢߎߘޔߚ߹ޔၞ߿࿖ߪ⾰ᧄߩߘޔߢ࡞࠺ࡕᧄ᧪వ進࿖ဳߪߣశ┙࿖ⷰޔᣇ৻ޕߚࠇ

ᵴੱࠆߔ㑆ߩ㝯ജߪ⊛⋠ߥ⊛⟵৻ޔࠅߢᄖ࿖ੱᣏⴕ⠪ߩჇടⷰޕࠆߢశ┙࿖ߩታߩ

ᔅⷐࠆߢ会␠㜞ߩഃㅧᕈߢᨵエࠅࠃޔߊߥߪߢ会␠ߚߒ化⋤⎬ߺ進߇⛔ޔߪߦߚ

 ޕࠆߡࠇࠄ᳞ࠍᄌ㕟ߥ⊛ᩮᧄߩ会␠ߩ࿖߇ᚒߪߢᗧߩߘޔࠅ߇
21 ♿ߦࠅᚒ߇࿖ⷰߪశࠍ経済ᚑ㐳ߩᣂߥߚ‧ᒁᓎⷰߒߣశ┙࿖ߩታࠍ⋡ᜰߡߒ

߫ࠇߴᲧߦਥⷐ࿖ߩઁޔࠅߢߺ⹜ߩߡೋߪߩߛࠎㄟߺ⚵ߦ⇛࿖ኅᚢߥਥⷐࠍశⷰޕࠆ

大ᄌㆃޕ 
࿑㧞ߩ࿖㓙ⷰశቴ⌕ᢙ㧔ᄖ࿖ߩࠄ߆⸰⠪ᢙ㧕ߔ␜߇ㅢޔࠅᚒ߇࿖ࠍ⸰ࠆߔᄖ࿖ੱ

ⷐ࿃߽ᓇ㗀ߥ⊛ℂߩߣࠆߢፉ࿖ޕߥዋߦ┵ᭂߣࠆ߃⠨ࠍ経済ⷙᮨߩ࿖߇ᚒޔߪᢙߩ

ߪߦ࿖⧷ߩፉ࿖ߓหޔ߇ࠆߡߒ 2000 ࠟࡦࠪޔߚ߹ޕࠆߡߒ⸰߇ᄖ࿖ੱࠆ߃ࠍੱਁ

京᧲߇㕙Ⓧޔߪ࡞ࡐ 23 ⒟ᐲߩዊߥߐፉ࿖߇ࠆߢ 800 ਁੱ(2005 年ᐲታ❣୯)ࠍࠆ߃

ᄖ࿖ੱ߇⸰ࠍߣߎࠆߡߒ⠨ޔߣࠆ߃ᚒ߇࿖ߪߦᄖ࿖ੱߩ⸰ࠍ㒖ኂࠆߔ․ߥⷐ࿃߇

ሽߣࠆߔ⠨ޕߥ߃ࠍࠆߑ߃ 
ᚒ߇࿖ⷰߩశ┙࿖ߦะߚߌਥߥേߪ߈એਅߩㅢޕࠆߢࠅ 
2002 年 2 月 ✚ℂ大⤿ᣉᣇ㊎Ṷ⺑ޟߡߦᶏᄖߩࠄ߆ᣏⴕ⠪ߩჇ大ࠍࠇߎޔߣㅢߚߓ

 ޕ⸒ትߣޠࠆ࿑ࠍᵴᕈ化ߩၞ
2003 年 1 月 ✚ℂ大⤿ᣉᣇ㊎Ṷ⺑2010ޟߡߦ 年ߦ⸰日ᄖ࿖ੱᣏⴕ⠪ࠍჇࠍޠት⸒ޕ 
2003 年 7 月 ⷰశ┙࿖㑑会⼏ⷰޟߡߦశ┙࿖ⴕേ⸘↹ࠍޠቯޕ 

75.1

53.6

46.1

41.8

37.1

27.7

6.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80

䊐䊤ンス

ス䊕イン

䉝䊜䊥䉦

ਛ࿖

イ䉺䊥䉝

イ䉩䊥ス

ᣣᧄ(29䋩

 
     ࿑㧞 2004 年࿖㓙ⷰశቴ⌕ᢙ㧔න㧦⊖ਁੱ㧕ᚲ㧦⇇ⷰశᯏ㑐 

 
 ⟵ቯߩ㧔ⷰశ㧕ࡓ࠭࠷ 2.1
⒖േߩੱߥ▸ᐢߢᄙ᭽ߤߥ⊛⋠ߩઁߩߘޔࠬࡀࠫࡆޔࡖࠫ᧪ᧄߪᔨߩࡓ࠭࠷

ߣࠆࠃߦ⇇ⷰశᯏ㑐ޕࠆߢߩ߽ࠍ 2004 年ߩ⇇ߩ࿖㓙ⷰశ⌕ᢙ7ޔߪ⸘✚ߩ ం

6,300 ߩ㧔ࠬࡀࠫࡆޔ52㧑ࡖࠫޔߦ߁ࠃߔ␜߇࿑㧟ޔߪ⊛⋠ߩߘޔ߇ࠆߢੱਁ

ᣏⴕో⥸㧕16㧑ઁߩߘޔ㧔ⷫᣖޔੱ⸰ޔቬᢎߩᣏⴕޔᶏᄖߩߢක≮⋡⊛ߤߥ㧕24㧑
 ޕࠆߢ
ⷰశߪቯ⟵߇ᦌᤒߢ‛ㆆጊဳߩᣏⴕࠍᗐޔߪࡓ࠭࠷ߩ⺆⧷ޔ߇ࠆ߽ߣߎࠆߔ

⇇ⷰశᯏ㑐߇એਅߦ߁ࠃߩቯ⟵ޕࠆߡߒ 
“Tourism is defined as the activities of persons traveling to and staying in places outside 
their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business 
and other purposes not related to the exercise of an activity remunerated from within 
the place visited.” 
経ޕࠆߢߩ߽ߥ⟵ᐢࠅࠃޔߊߥߪߢߩ߽ߚߞ㒢ߦᣏⴕߩ⊛⋠ࡖࠫޔߪࡓ࠭࠷

済学⊛ߩߘޔߪߦᣏⴕᒻᘒߕࠄࠊ߆߆ߦ⸰వߢ㔛ⷐࠍഃㅧߩߣࠆߢߩ߽ࠆߔⷞὐ߇㊀

ⷐޔࠅߢᧄ論ᢥ߽ⷰࡓ࠭࠷ߪߢశ߽ห⟵ߡߒߣ⇇ⷰశᯏ㑐ߩቯ⟵ߦၮࡖࠫ߈ߠ
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 ޕࠆߔߣߩ߽ࠍઁߩߘޔࠬࡀࠫࡆޔ
 

䊧䉳䊞ー
52㩼

䊎䉳䊈ス
16㩼

ቬᢎ䇮ක≮ઁ
24㩼

ਇ
8㩼

 
    ࿑㧟 ᷰ⥶⋡⊛࿖㓙ⷰశቴ⌕ᢙࠕࠚࠪߩ㧔2004 年㧕 ᚲ㧦⇇ⷰశᯏ㑐 
 
2.2 ⷰశ߇࿖ߩ経済ߦਈࠆ߃ᓇ㗀 
ⷰశ┙࿖߇ታࠅࠃߦߣߎࠆߔᚒ߇࿖ߩ࿖ౝᶖ⾌㔛ⷐ大߇ߣߎࠆߔ₂⽸ߦᦼᓙޕࠆࠇߐ

ᚒ߇࿖ߩ経済ᚑ㐳ޔߪㅧᬺ߇‧ᒁᓎޔߒ߆ߒޕߚߞߥߣᓟߪዋሶ化ੱࠅࠃߦญᷫዋ␠

会߇進ⴕߒ࿖ౝ㔛ⷐ߇❗ዊޕࠆߔ৻ᣇޔଔߥഭജࠍᱞེߦべ進ࠆߔਛ࿖ࠕࠫࠕ߿⻉࿖

ߡࠇࠄㄼࠍォ឵ߩ᭴ㅧᬺ↥ߊߥߪߢኈᤃߪߣߎࠆߔᜬ⛽ࠍ࿖㓙┹ജߩㅧᬺޔߢบ㗡ߩ

 ޕࠆ
2005 年ߩว⸘․ᱶ↢₸ߩઁޔߪਥⷐ࿖ߩߣᲧセ߽ߡ߅ߦ㕖Ᏹߦૐ㧝㧚㧞㧡ߢᲤ年

ቯੱญޔߪߦࠆߓォߦ㔛ⷐ大ߢญᷫዋ␠会ੱޕߥߡߞ߆߆߇ᱤᱛߦૐਅะߩ

ߣߣ進ⴕߩญᷫዋੱޔࠅㅢߔ␜߇㧭㧯ߩ࿑㧠ޕࠆ߇ᔅⷐ߁ߢჇടߩᵹੱญࠍዋᷫߩ

ߦ߁ࠃߩ㧭㧮ߦࠇߘޔ߫ࠇߔჇട߇ᵹੱญߒታ߇శ┙࿖ⷰޕࠆߔዊ❗߇㔛ⷐߦ߽

㔛ⷐ߇大ޕࠆߔ㧮㧯ޔߪᵹੱญߩჇടࠆࠃߦ㔛ⷐჇㇱಽޕࠆߢ㧔2006ޔ㧕 
 
 
     ࿖ౝ㔛ⷐ                                 B 
                      A 
 
                                                    
                                                  C 
 
                             ዋሶ化㧔ੱญᷫዋ㧕 
             ࿑㧠 ࿖ౝ㔛ⷐ❗ዊߣᵹੱญჇࠆࠃߦ㔛ⷐ大 
                         

2.3 ᚒ߇࿖ⷰߩశߩ⁁ߣ⺖㗴 
 ᚒ߇࿖ޔߪᓥ᧪ࠄ߆ၞߩᝄ⥝╷ⷰߡߒߣశߦജࠍޔ߇ࠆߡࠇ࿑㧡ߩㅢⷰޔࠅశ㑐

ㅪߩᶖ⾌㗵ߩ大ㇱಽߪ࿖ౝᣏⴕ⠪ⷰޕࠆߢߩ߽ࠆࠃߦశ┙࿖ޔߪ⊛⋠ߥ⊛⟵৻ߩᶏᄖ߆

 ޕࠆ߇ᔅⷐࠆ㜞ࠍ₸ᄖ࿖ੱᲧߩᶖ⾌㗵ޔࠅߢჇടߩᵹੱญߩࠄ
 ᚒ߇࿖ⷰߩశߩᔨߦ㑐ⷰߒశ⎇ⓥޔ߽ߡ߅ߦ㑐ㅪᬺ⇇ߩᛒ߽ߡ߅ߦ࿖ౝⷰశ㧔࿖

ౝ⒖ࠍേⷰࠆߔశ㧕ߣ࿖㓙ⷰశ㧔ᶏᄖࠄ߆ᚒ߇࿖ࠍ⸰ⷰࠆߔశ㧕ߩߪᦌᤒޕࠆߢ

ߢᣂᄸ㔛ⷐഃޔߪ࿖ౝⷰశޕࠆߢ大ᄌ㊀ⷐߣࠆ߃⠨ࠄ߆ὐⷰߩ࿖ౝ経済ޔߪߩߎ

࿖ౝᶖ⾌㔛ⷐߩ࿖߇ᚒߪ⊛⋠ߥ⊛⟵৻ߩశ┙࿖ⷰޕࠆߥߣࡓࠥࡓࠨࡠߪ大ㇱಽߊߥߪ

大ޔࠅߢ࿖ౝⷰశߪၞᝄ⥝ߪߡߒߣലޔ߇ߛ࿖ኅߩ࡞ࡌ経済ߪߣࠆߔ₂⽸ߦ㒢

࿖᳃߇ߩ߽ߩߘ⊛⋠ߩశ┙࿖ⷰޔߣࠆߔߦᦌᤒࠍ㆑ߩ࿖㓙ⷰశߣ࿖ౝⷰశߩߎޕߥࠄ

 ޕࠆ߇ෂ㒾ᕈࠆߔૐਅߦ᳇৻ߪଔ⹏߿ᦼᓙࠆߔኻߦశ┙࿖ⷰޔߕࠇߐ⸂ℂߦ
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51.1

35.6
24.1
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䉥ース䊃䊥䉝'00
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䊐䊤ンス'99

䉥ース䊃䊤䊥䉝
イ䉩䊥ス'00

䊄イ䉿'00
䉝䊜䊥䉦'02

ᣣᧄ'04

 
࿑㧡 ਥⷐ࿖ࡓ࠭࠷ᶖ⾌㗵ߩᄖ࿖ੱᲧ₸ 

       ᚲ㧦ฦ࿖⾗ᢱࠄ߆ JTBF ᚑ㧔࿖ฬᓟߩᢙ୯ߪኻ⽎年ᰴ㧕 
                         

 ⷰశ┙࿖ߪߣᧄ᧪వ進࿖ဳޕࠆߢ࡞࠺ࡕJNTO 2005ޔߣࠆࠃߦ 年ߩᚒ߇࿖ߩ⸰日ᄖቴ

ᢙ㧔࿖㓙ⷰశቴ⌕ᢙߣห⟵㧕ߪ 672 ਁ 8 ජੱ㧔ઁߩ࿖ߩᢙ୯߇⏕ቯߚߥߡߒᱜ⏕

ߢ⇇ߪ࿖㗅ޔ߇ߥߪߢ 30 ೨ᓟ㧕ޔ࿖日ᧄੱᢙߪ 1,740  ޕࠆߢੱਁ
 ⸰日ᄖቴᢙޔߪᚒ߇࿖ߩ経済ⷙᮨࠍ⠨ߦ┵ᭂߣࠆ߃ዋޔߚ߹ޕߥ࿖ᢙߦᲧߡߴ࿖

ᢙ߇㕖Ᏹߦዋߊߥਇဋⴧⷰޕࠆߢశ┙࿖߇ታޔߪߣࠆߔᢙ୯⊛ߪߦ⸰日ᄖቴᢙߩ⇇

߃⸒ߣߛߣߎࠆࠇߐᶖ⸂߇ਇဋⴧߩ࿖ᢙޔߟ߆ޔ߈ߠㄭߦ㗅ߩ経済ⷙᮨ߇㗅ߩߢ

   ޕࠆ
 ⷰశ┙࿖ߩᚑഞࠍ࡞࠺ࡕ࿖නߢ⠨ߚ߃႐วޔㅢᏱߪⶄᢙߩⷐ࿃߇ᄖ࿖ߩߣᵹੱญᢙ

ᄙ᳃ᣖ࿖ߚ߹ޔߡߒߣὐߩ࿖㓙経済ޔ࿖㓙ᴦߪ࿖☨ޔ߫߃ޕࠆߡߒ߷ࠍᓇ㗀ߦ

ኅޔߡߒߣ⇇ฦ࿖ੱߩߣ⊛ᵹޕࠆߢࠎ⋓߇หᤨޔߦ☨࿖ౝߩᢙⷰߩశ߇大ߩ

ᄖ࿖ੱࠍᒁޕࠆߡߌߟ߈ 
ޕࠆߢࠬࡦࡈޔࠕ࠲ࠗޔࡦࠗࡍࠬߪ࿖ߩ㍳ᢙ⊓ߩ↥⇇ㆮߩቯࠦࠬࡀ࡙ 

ߡߒߣ࡞࠺ࡕဳࡄ࠶ࡠ࡛ߩశ┙࿖ⷰߢޘ࿖ߚࠇ߹ᕺߦᢥ化ߚߒᚑᾫޔ⛔વޔᱧผ߽ࠇߕ

㘃ဳ化ߪ࡞ࡐࠟࡦࠪޕࠆ߈ߢ 2003 年ߩ࿖⺞ᩏੱޔߣࠆࠃߦญ 418 ਁੱᒝߩߘޔߢౝ

17.9㧑߇ᄖ࿖ੱߥ⊛ဳౖࠆߢ࿖㓙都Ꮢߩߎޕࠆߢᄖ࿖ੱߦኻࠆߔ㐿⊛ߥ␠会ޔ߇ዊ࿖

࡞࠺ࡕဳ࡞ࡐࠟࡦࠪޔࠅ߅ߡߖነ߈ᒁࠍᄖ࿖ੱࠆ回ࠍ࿖߇ᚒޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦࠆߢ

ᄖ࿖ੱߩࠗࡃ࠼ߩ㇌㚂㐳࿖ㅪࡉࠕߚߒᚑ㐳ߦ大ὐ৻ߩᵹㅢ߿㊄Ⲣߩߢ᧲ਛޕࠆ߃⸒ߣ

 ޕࠆߢ࡞࠺ࡕဳ࡞ࡐࠟࡦࠪߥ⊛ဳౖޔࠅߢ㧣ഀએߩญੱ✚ߪ
 ☨࿖ߦࠬࠟࡌࠬߩઍ߿ࡁࠫࠞޔߦ߁ࠃࠆࠇߐ㜞⚖ⷰࠆߌߟ߈߭ࠍੱߢߤߥ࠻࠱

శ߽࡞࠺ࡕሽޔ߇ࠆߔ࿖නⷰߢశ┙࿖ࠍ⠨ߚ߃႐วޔᚑᾫߚߒᢥ化ߩ㝯ജࠍੱߢᒁ

ߢ⊛㐿ߡߒߣὐߩ࿖㓙化ߩᵹㅢޔᖱႎޔ㊄Ⲣޔᤃ⾏ޔ߆࡞࠺ࡕဳࡄ࠶ࡠ࡛ࠆߌߟ߈

ޕࠆߢߩ߽ߥ⊛ઍ߇࡞࠺ࡕဳ࡞ࡐࠟࡦࠪࠆߔଦ進ࠍᵹߩੱ߇会␠ߥ࡞ࠨࡃ࠾࡙

࿑㧞ߩ࿖㓙ⷰశቴ⌕ᢙߩ࿖ߪⷰޔ߫ࠇశ┙࿖ߪߣᧄ᧪వ進࿖ဳߣߎࠆߢߩ߽ߩ

 ޕࠆ߈ߢ⸂ℂ߇
 

㧟㧚日ᧄဳ経済ࠪࠬࡓ࠹㧔日ᧄဳ⾗ᧄਥ⟵㧕ߩ․ᓽ 
 
 ⇇ߩ⾗ᧄਥ⟵経済ޔߪศ↰㧔1993㧕ߩᜰ៰ࠆߔㅢࠅหߓ⾗ᧄਥ⟵߇ࠆߢ࿖ࠅࠃߦ大

ᧄ⾗ࠆߩ経済߽․ᱶᕈࠞࡔࠕޔࠄߥ経済ࠆߩ日ᧄ経済߽․ᱶᕈޕࠆߡߞߥ⇣ߊ߈

ਥ⟵経済ޕࠆߢᚒ߇࿖ߩ 1950 年ઍߩࠄ߆㜞ᐲ経済ᚑ㐳ߩ⢛᥊ࠍࠇߎޔߪߦᡰߚ߃日ᧄဳ

⾗ᧄਥ⟵ߩߡߒߣ日ᧄဳ経済ࠪࠬ߇ࡓ࠹ሽߒ経済ᚑ㐳ߦ߽ߣߣၷ‗ߡߒߣࡓ࠹ࠬࠪߥ⏕

ᴺߥ⊛ဳౖߪߢᗧߩߘޔࠅߢ大ᚻડᬺ߇ߩߚߒ⟎ߦਛᩭߩ⟵日ᧄဳ⾗ᧄਥޕߚߒ┙

ੱ⾗ᧄਥ⟵ޕࠆߢᚢ೨ߩ経済␠会ࠪࠬޔߪࡓ࠹ᵹേ⊛ߥ㓹↪Ꮢ႐ޔ⋥ធ㊄Ⲣޔᩣਥࠃߦ

ᣤ৻ߢᚢᤨ経済ਅޔ߇ߚߞߢߩ߽ߚߞ㆑ߪߣࡓ࠹ࠬࠪߩᚢᓟߤߥࠬࡦ࠽ࡃડᬺࠟࠆ

߇㧔日ᧄဳ⾗ᧄਥ⟵㧕ࡓ࠹日ᧄဳ経済ࠪࠬߡ経ࠍᐲᄌ化ߩߤߥ᳃ਥ化ߩᚢᓟޔࠇߐ▚ᷡ

ᣂߦߚ᭴▽ޕߚࠇߐ 
 ᤓߪ経済࡞ࡃࡠࠣߩ化ߦㇱಽ⊛ߪߦᄌ化ޔ߇ࠆߟߟߒ日ᧄဳ経済ࠪࠬࡓ࠹㧔日
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ᧄဳ⾗ᧄਥ⟵㧕ߩ․ᓽߪ㧝ߩㅢޕࠆߢࠅ 
 
㧝 日ᧄဳ経済ࠪࠬࡓ࠹㧔日ᧄဳ⾗ᧄਥ⟵㧕ߩ․ᓽ 

 ⠨ ࠼ࡢࠠ
㧔㧝㧕࿖ኅߩ↥ᬺ╷ 

経済ᚑ㐳⥋ਥ⟵ 㧳㧰㧼ᦨఝవ 
ᴺੱ⾗ᧄਥ⟵ 会␠ᧄਥ⟵ޔᬺ⠪ᡰេ 
ᣥㅢ↥⋭ߩᒝജߥ↥ᬺ╷ ኅ㔚ޔ⥄േゞ߇ߤߥᚑഞߚߒ↥ᬺ 
ฦ⋭ᐡනဳࠅഀ࠹࠲ߩ↥ᬺ␠会 ⸵นᐲޔᣖ⼏ຬ 
ਛᄩ集ᮭ ᧲京৻ᭂ集ਛޔ日ᧄᩣᑼ会␠ 
⾏ᤃ┙࿖ ടᎿ⾏ᤃ 

㧔㧞㧕ડᬺౝޔડᬺ㑆᭴ㅧ 
㓹↪ᒻᘒ㧔年ഞᐨޔ⚳り㓹↪ޔડᬺౝ⚵ว㧕 会␠ੱ㑆 
࿕ቯ⊛ߥഭᏒ႐ ᧂ経㛎⠪ណ↪ޔડᬺౝ⎇ୃ 

 ㊄Ⲣ㧔ޔࠢࡦࡃࡦࠗࡔ㑆ធ㊄Ⲣ㧕 ㄭ年ߪᄌ化ࠆߟߟߒ 
 ડᬺ♽ ↢↥ޔᵹㅢ 

ⷙᩰ大㊂↢↥ ㅧᬺ߇経済ᚑ㐳ߩ‧ᒁᓎ 
ᬺ⇇ද⺞ ⼔ㅍ⦁࿅ᣇᑼ 

㧔㧟㧕␠会ో⥸ 
⍮⼂㊀ᢎ⢒ ↹৻⊛ᢎ⢒ޔડᬺౝᢎ⢒ߩలታ 

 㐽㎮␠会ޔ↹৻␠会 ᄖ࿖ડᬺޔᄖ࿖ੱߩෳߪ࿎㔍 
ଔᩰ㜞㛛ੱޔญჇട ᤨὐੱߪߢญᷫዋ␠会 

 ᩭኅᣖ化 ᣇࠄ߆都会߳⒖ߩੱߩേ 
 
 ࿖ኅߩ経済ⷙᮨߪઃടଔ୯ߩ✚㗵ࠆߢ㧳㧰㧼߇ᜰᮡޔࠅߥߣ㧳㧰㧼ߩિ߮₸߇経済ᚑ

㐳₸ޕࠆߥߣ日ᧄဳ経済ࠪࠬࡓ࠹㧔日ᧄဳ⾗ᧄਥ⟵㧕ߩߎޔߪ経済ᚑ㐳ࠍᦨ߽ല₸⊛ߦታ

ࠆߔ߇ࠆߢ⺖㗴߽ᄙޕ㧳㧰㧼ޔߪ⥄ὼⅣႺޔ᥊ⷰޔ都Ꮢ⸘↹ޔᢥ化ޔ⧓ⴚޔᢎ

⢒ߪߦ⾰ߩߤߥ⋥ធ㑐ଥ߇ήޔߡߞࠃޕ⇇ߪߦ日ᧄߣ৻ੱᒰߩࠅߚ㧳㧰㧼߇ห⒟ᐲߢ

 ޕࠆߥߦߣߎࠆߔሽ߇࿖㜞ߪ⾰ߩᵴ↢ߪߦ⊛ታޔ߽
 日ᧄဳ経済ࠪࠬࡓ࠹㧔日ᧄဳ⾗ᧄਥ⟵㧕ߩਛᩭ⊛ᔨࠆߢᴺੱ⾗ᧄਥ⟵ޔߪߢ࿖ߩ

ᴦޔᴺޔᢎ⢒ߩߡోߤߥ␠会߇会␠ᧄߦ᭴▽ޕࠆࠇߐᴺੱ⾗ᧄਥ⟵ߪ⊛⋠ߩડᬺ

†‶߇ߤߥὼⅣႺ⥄ޔߚ߹ޔੱ↢ᵴߩ⋉એᄖߩડᬺޔ߇ࠆߢߣߎࠆߔዉ⺃ࠍ⋊ߦ

࿖ോ㐳ቭߩᮭࡦ࠰ࠢ࠾ޕࠆߢߣߎࠆߥߦ H.A.Kissinger 㑐ߦ㑐ଥ࠰☨ߩ಄ᚢᤨઍޔߪ

ߩࠆߡߒ┙ኻߦᢥ᳃ߩਔ࿖ߡߒหߪߜߚੱࠆߔਥᒛࠍჇ大ߩァᡰߢਔ࿖࠰☨ޟޔߒ

⺆ߣޠޕࠆ߁ߒ⸂ℂࠍ㑐ଥߩߣࠞࡔࠕߣㅪ࠰ߡೋߦ߈ߣߚߒ⸂ℂࠍߣߎߩߘޔߡߞߢ

ޔߊߥߪߢߌߛߚߩ┙ኻࠡࡠࠝ࠺ࠗޔߪァᡰߩ࠰☨㧔Galbraith,1978㧕ޕࠆߡߞ

経済߿ァ㔛↥ᬺߩⷐ⺧ߩߣࠆߢⷞὐߪ㊀ⷐޕࠆߢᚒ߇࿖ߩᴺੱ⾗ᧄਥ⟵߽ߡ߅ߦห

᭽ޔߦ࿖ߩᴦޔᴺޔᢎ⢒ߩߡోߤߥ␠会߇経済߿ᴺੱડᬺߩⷐ⺧ߩߣࠆߢⷞὐ

 ޕࠆߢ㊀ⷐߪ
 
㧠㧚日ᧄဳ経済ࠪࠬߩࡓ࠹ᬌ⸽ 
 
4.1 Shumperter  ⷞὐߩᧄਥ⟵፣უ論⾗ߩ
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 Shumperter ࠭࠾ࠞࡔߩߘޔ߇ߚߓ論ߣࠆ߇ะࠆߔ፣უࠄ⥄ߪ⒎ᐨߥ⊛⟵ᧄਥ⾗ޔߪ

ⷞߥ㊀ⷐޔࠅߢߩ߽ࠆߥ㊀ߣࠇߘߩ㧔日ᧄဳ⾗ᧄਥ⟵㧕ㅌࡓ࠹日ᧄဳ経済ࠪࠬޔߪࡓ

ὐߪߟ৻ߩ␠会ߩ⎬⋥化ޕࠆߢShumperter ડߪ⟵ᧄਥ⾗ޔ᧪ᧄޔߦ߁ࠃߚߒ៰ᜰ߇

ᬺኅߩᣂ⚿ว㧔ࠗࡦ࡚ࠪࠚࡧࡁ㧕ࠅࠃߦ⊒ዷޔ߇ࠆߔ␠会ߩ⎬⋥化ߦᣂ⚿ว㧔ࠗࡁ

 ޕࠆߔૐਅߪផ進ജࠆࠃߦ㧕ࡦ࡚ࠪࠚࡧ
Shumperter ޔਅ㑐ଥޟޔޠቭ化ߩ⚖ታᬺኅ㓏ޟޔߪⷐ࿃ߟ㧠ߩᧄਥ⟵፣უ⾗ߚߓ論߇

ᓥ㑐ଥߩ⎕უޟޔޠ⾗ᧄਥ⟵ߦᛕ್⊛ߥജߩᒻᚑޟޔޠᐔ╬化ޔ␠会㓚ޔ␠会⛔ߩേ

ޕࠆߔሽ߽ߦ㧔日ᧄဳ⾗ᧄਥ⟵㧕ࡓ࠹日ᧄဳ経済ࠪࠬ߇ⷐ࿃ߩห᭽ߣࠄࠇߎޕࠆߢޠ߈

⾗ᧄਥ⟵ߩೋᦼߪߡ߅ߦታᬺኅߪડᬺ⠪ߡߒߣᣂ⚿ว㧔ࠗࡦ࡚ࠪࠚࡧࡁ㧕ࠅࠃߦ経済

⊒ዷᤨޔ߇ߔࠄߚ߽ࠍ㑆ߩ経ㆊߦ߽ߣߣ大ડᬺߩቭޔࠅߥߣᣂ⚿วߩᜂᚻߥߊߥߪߢ

࿖߇ᚒޕࠆࠃߦߣߎࠆࠇ߹↢߇ߚߒ化⋤⎬ࠅ߹㜞߇ቢᚑᐲߩ⟵ᴺੱ⾗ᧄਥߪࠇߎޕࠆ

ߩߘߩ❰⚵ߩߘޔߣ❣ഞߩߜߚੱߚߞߢഃᬺ⠪ࠅߢኅ⊑ߚߞᜂࠍ経済⊒ዷߩᚢᓟߩ

ᓟߩᄌㆫࠍࡓ࠭࠾ࠞࡔߩߎޔߪ␜ޟޕࠆߡߒਅ㑐ଥޔᓥ㑐ଥߩ⎕უߦޠ㑐ޔߪߡߒ

日ᧄ␠会ޟࠆߌ߅ߦᐔ╬化ะޟޔޠ෩ߒਅ㑐ଥޔਥᓥ㑐ଥࠍߤߥᢘ㆙ࠆߔะߤߥޠ

ߤߥޠ⟵ੱਥߚ߉ㆊ߈ⴕޟޔޠቯᕁ⠨ޟޔޠᄙ᭽化ߩଔ୯ޟޔߚ߹ޕࠆߔᒰߦቢో߷߶߇

߽ Shumperter  ޕࠆߥ㊀ߦℂ論ߩ
 
4.2 大ⴐ␠会論ߩⷞὐ 
 ᚢᓟߩ経済ᚑ㐳ߚߒࠄߚ߽ࠍ日ᧄဳ経済ࠪࠬࡓ࠹㧔日ᧄဳ⾗ᧄਥ⟵㧕ߩਅߘޔߪߢ

大ⴐ␠会ߩߎޕߚߒࠄߚ߽ࠍ大ⴐ␠会ߥ㜞ᐲߦ࿖߇ᚒߺ進߇ਛᵹ化✚ߩ࿖᳃ߦ߃ࠁᚑഞߩ

経済第ߌߟ߈ᒁࠍ㑐ᔃߩ࿖᳃߇߈േߩࠕࠖ࠺ࡔࠆߔㅪേߣࠇߘߚ߹ޔ⟵ᬺਥߥᒝജޔߪ

৻ਥ⟵ߩ⠨߃ᣇߊᷓ߇࿖᳃ߦᶐㅘߚߒ␠会ߩߘޕࠆߢ⚿ᨐޔ経済એᄖߩಽ㊁ࠆߢᚒ߇

࿖ߩᱧผޔᢥ化ޔવ⛔ޔ୶ℂޔᓼࠍߤߥシⷞࠆߔ␠会߇ᒻᚑޕߚࠇߐ 
 J.Ortega(1930)ޔߪ大ⴐࠍ♖⊛㓏⚖ޔߡߒߣࠆߢએਅߦ߁ࠃߩ論ޟޕߚߓ大ⴐޔߪߣ

ༀߌߟߦߒᖡޔߌߟߦ߈ߒ․ߥℂ↱ࠄ߆⥄ಽߦଔ୯ࠍޔߊߥߣߎߔߛ⥄ಽߴߔޟࠍ

ࠆߢߓหߣੱઁ߇ಽ⥄ޔߢߥߓᗵࠍ∩⧰ߦߣߎߩߘ߽߆ߒޔߓᗵߣߛߓหߣޠੱߩߡ

ߎࠆߔߣ߁ࠃߒⴕേߢߌߛಽ⥄߇大ⴐੱޕࠆߢߣߎߩޘੱߩߡߴߔࠆߓᗵࠍ༑߮ߦߣߎ

߹ߪߣߎࠆߡߞⴕ߇大ⴐߩ日ޔߡߒߘޕࠆߢߣߎ߁ࠄ߆ߐߦㆇߩಽ⥄り⥄ޔߪߣ

ߣޕࠆߢߩࠆߡߓ論ߡߟߦㅒߩ大ⴐߢߎߎߪ⑳ޔߢߩߥࠄߥ߆߶ߦࠇߎߦߐ

ࠍㆇߩಽ⥄߇ฦੱޔߪߩ߽ߩ৻໑ࠆ߁߮ࠃߣㅒߦ⌀ߦ⊛⾰ታޔࠈߎߣߩዪ⚿ޔߪߩ߁

ฃޔߣߎߥࠇߌ⥄ಽ⥄りߡߒߚߦㅒޠޕࠆߢࠄ߆ߛߣߎࠆߔ大ⴐߩㅒޔߪߣ⥄

ಽ⥄りߩㆇࠍᱜߊߒ⹏ଔߩߘޔߕ߈ߢㆇߦㅒޕࠆߢߣߎ߁ࠄ 
ㇱ㧔1987㧕ޔߪᚒ߇࿖ߩᚢᓟߩ経済ᚑ㐳ߚߒࠄߚ߽߇大ⴐ␠会ࠍ㜞ᐲ大ⴐ␠会ߡߒߣ

એਅߦ߁ࠃߩㅀޟޕࠆߡߴᐔ╬ਥ⟵߇᳃ਥਥ⟵ߩᐔဋ⊛ଔ୯ޔࠅߢᔟᭉਥ⟵߇↥ᬺਥ⟵

ޕࠆߡ߃ࠄߣࠍㄭઍߡ߅ߦᐔဋ୯ߥ߁ࠃߩߎߪ大ⴐ߽ߡߊߥዋޕࠆߢᐔဋ⊛ଔ୯ߩ

ߒỗ߇ߣ⇼ᙬߣାઔߩㄭઍ化߳ޔߪߡߞߦ⚖⍮⼂㓏ߩߘߦߊߣޔߪߡߞߦ᰷ߒ߆ߒ

ߩ߽ࠆߔઍࠍࠇᵹߩ⇼ᙬࠆߔߚߦㄭઍ化ߊߥ߽ࠇ߉߹ߪ大ⴐ論ޕߚߡߓṶࠍၫ⏕ߊ

ߦߣߎߚߒታߢߜߚ߆ߥ☴⚐ࠍ㕙⊛ଔ୯ߩ᰷ޔߪߟߓޔߪߣޠᚑഞߩ日ᧄޟޕࠆߢ

日ޟࠄ߇ߥߣߎߩᒰὼޔߪߡߒߣ大ⴐ論ޔߪ㉼⸂ߩߎޕࠆߢ㉼⸂߁ߣߛߩߥࠄߥઁ

ᧄߩᚑഞࠍޠᄬᢌࠆߺߣⷞὐޕࠆߡߞߚߦ৻ญޔ߫߃⸒ߢᐔ╬ਥ⟵ߣᔟᭉਥ⟵ߩ⇣Ᏹߥ

㜞߹ߦ߆ߥߩࠅಠᐾߣૐଶޠޕࠆߢࠄ߆ࠆߺࠍ 
 ᐔ╬ਥ⟵ߣᔟᭉਥ⟵ߦኻޔߒOrtega ታ⢻ജߩߤ߶ߚ߇ߓାޔߪઍᤨߩࠇࠊࠇࠊޟޔߪ

ࠍ⽎ࠆࠁࠄޔࠅ߹ߟޕߥࠄ߆ࠊ߇߆߈ߴߔታࠍޔࠄ߇ߥߓᗵߦಽ⥄ࠍߩࠆ߇

ᓕޔ߽ࠄ߇ߥߒ⥄ಽ⥄りߩਥੱޔߕࠇߥߪߦ⥄ಽ⥄りߢ߆ߥߩߐ߆⼾ߩ⥄Ꮖࠍᄬߞ

ߩߊᄙࠅࠃޔ⼂⍮ߩߊᄙࠅࠃޔᚻᲑߩߊᄙߤ߶ߥߡߟ߆ߪઍᤨߩࠇࠊࠇࠊޕߛߩࠆߡ

ᛛⴚࠍᜬޔࠄ߇ߥߜ⚿ᨐ⊛ޔߪߦᱧผ߽߽ߣߞਇᐘᤨߥઍߡߒߣᵄ㑆ߦṫߢߩࠆߡߞ

ߡ߅ߦ࿖߇ᚒޔ߇ߚࠇߐᒻᚑߢᲑ㓏ᣧࠅࠃߢ᰷␠会ޔߪ大ⴐ␠会ޕߚߓ論ߣޠޕࠆ

ࠇߐᒻᚑ߇大ⴐ␠会ߥ㜞ᐲࠅࠃ߽ࠅࠃ᰷ࠅࠃߦᕈ⇣․ߩߤߥ⟵集࿅ਥޔห⾰ᕈߩ会␠ߪ
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 ޕࠆߢ会␠ࠆߡߞᄬࠍᏆ⥄߇大ⴐߒᑧ⬧߇ૐଶߣಠᐾߪ大ⴐ␠会ߥ㜞ᐲࠅࠃߩߎޕߚ
 経済⊒ዷࠍㆀߚߍ␠会ޔߪ␠会߿ᢥ化ߩ㕙߇ߣߎࠆߢ߆⼾߽ߢᦼᓙޔ߇ߚࠇߐ

ታޔߪߦᐔ߳ߩਇޔᴦߩᖡ化ޔ♖ߩ⨹ᑄޔ⥄ὼⅣႺߩ⎕უࠅࠃߦߤߥᦼᓙߪⵣಾ

ޔࠅ߅ߡߒჇടߦห᭽ߣჇടะߩ㧳㧰㧼ߪᲕ⠪⥄ࠆߌ߅ߦ࿖߇ᚒޔࠅㅢߩ࿑㧢ޕߚࠇࠄ

経済ᚑ㐳ߦ߽ߣߣ␠会߿ᢥ化ߩ㕙߽ߢ᰼᳞ߩḩߢ߆⼾ߚࠇߐߚቯᤨߚߒઍ߇᧪ߒ

 ޕߥ߃⸒ߪߣߚ
 
 
                           32552 ੱ 
 
 
            20788 ੱ 
 
 
 
          1978 年              2005 年 
           ࿑㧢 ⥄Ვ⠪ᢙߩᄌ化 ᚲ㧦⼊ኤᐡ 
 
 㜞ᐲ大ⴐ␠会ߪ大㊂ᶖ⾌␠会ޔࠅ߽ߢડᬺߪ⋉ߺ↢ࠍߦߚߔᰴߦޘᣂຠ߿ᣂ

߇㜞ᐲᖱႎ化␠会ޔ߿進化ߩᛛⴚ㕟ᣂߪ┹↥↢ߩߎޕࠆߔ⛯⛮ࠍ┹ߒឭଏࠍࠬࡆࠨ

ߥߊᲤ年⍴ߪ࡞ࠢࠗࠨࡈࠗߩࠬࡆࠨ߿ຠࠅࠃߦ進化ߩᚻᴺࡦ࡚ࠪࡕࡠࡊߔࠄߚ߽

ㅦᐲߩᄌ化ߩߘޔߌߠߟߒ⛎ଏࠍଔ୯߿ຠߥᣂᄸߕ߃⛘ޔߪ会␠ߩઍޕߊߡߞ

ޔߒ߆ߒޕࠆ߈ߢ߇ߣߎߟࠍ⒎ᐨߡ߅ߦࠅ߉߆ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔᐛᖺࠍޘੱߡߞࠃߦ

ޔࠅߢ⇇ߩᒙ⡺ᒝ㘩ࠆࠇߐᶿ᳸ߪડᬺߥ߈ߢᜬ⛽ࠍㅦᐲߩᄌ化ࠆ߃⸒߽ߣᏱ⇣ߩߎ

ߔㅪേߣࠇߘޔߚ߹ޔ⟵ᬺਥࠆߢࠎ࿐ࠅขࠍ大ⴐޕࠆߢ⾰ᧄߩ㜞ᐲ大ⴐ␠会߇ࠇߘ

߅ߦ㜞ᐲ大ⴐ␠会ޔߡߞࠃޕࠆߢᒝജߦ㕖Ᏹߪೝỗࠆߔᄌ化ߊߒࠆߋ߹⋠ߩࠕࠖ࠺ࡔࠆ

ࠆߌะࠅᝄࠍᵈᗧߦએᄖࠇߘޔߢ᧰৻♖߇ߩࠆߔኻᔕߦೝỗᒝߩߘߪ大ⴐޔߪߡ

 ޕࠆߢ会␠ߚߒ化⋤⎬ήߩ
R.Benedict(1946)ߩ⟍ޟߩࡦ࠲ࡘࡇߚߒ␜߇ᢥ化ߦޠ⋧ኻࠆߔᚒ߇࿖ޟߩᕯߩᢥ化ޠ

␠㜞ᐲ大ⴐޔߪᄖ㕙⊛ᒝജߩߎޔߜᜬࠍᓇ㗀ജߥ߈大ࠅࠃ߇ജߥ⊛ᄖ㕙߁ߣ㑆ޔߪ

会ࠍଦ進ࠆߔജޕࠆߥߣ 
 ઍ␠会ߩࠕࠖ࠺ࡔߪߢሽࠍήⷞߡߒ大ⴐ論ߩࠕࠖ࠺ࡔޔߤ߶ߥࠇ⺆߇␠会⊛ᓇ㗀

ജߪᒝߩࠕࠖ࠺ࡔޕࠆߡߞߥߊഃㅧࠆߔ大ⴐᢥ化ޔߪ学ᩞᢎ⢒߽ࠅࠃᒝᓇ㗀ജޔࠅ߇

学ᩞߩᢎ⢒ᯏ㑐ߩߡߒߣᗧ⟵ࠍૐਅੱޟޕࠆߡߖߐ㑆ᮨߩ୮ߩᧄ⢻ߦޠ㑐ߪߡߒᣢߦᄙߊ

論ੱޟߩߎޔ߇ࠆߡࠇࠄߓ㑆ᮨߩ୮ࠍ࡞࠺ࡕߩޠឭଏᮨߩߎޔࠅߢࠕࠖ࠺ࡔ߇ߩࠆߔ

୮ߩᧄ⢻ޔࠅࠃߦ大ⴐ␠会ࠅࠃߪ㜞ᐲߢ⎬⋥化ޕࠆߡߞߥߦߩ߽ߚߒ 
 
4.3 ᱧผ学ߩⷞὐ 
 日ᧄဳ経済ࠪࠬࡓ࠹㧔日ᧄဳ⾗ᧄਥ⟵㧕ᮨޔߪ୮ᮨޔᡆ⊛ౣࠍߤߥᗧࠬࠪࡔࡒࠆߔ

㧔mimesis㧕ߦዉߚࠇ߆ߩߘޔࠅࠃߦቢᚑᐲࠍ㜞ᚒ߇࿖ߦ㜞ᐲߥ経済ᚑ㐳ߒࠄߚ߽ࠍ

㗼߇会㗴␠ߩߊᄙࠅߢ␠会⛔ߚߒ化⋤⎬ߪ㜞ߩቢᚑᐲߩߘޔߒ߆ߒޕߚ

化ޕࠆߡߒ 
Aristoteres ߥᡆ⊛ౣᮨޔ୮ᮨޔℂ論㧔Mimesis Theoryࠬࠪࡔࡒߒ㑐ߦṶ߿ᢥ学ޔߪ

 ߒ㔍ߒߊዧߦ╩ ޘຠߩߨ߹‛ޟޔߢਛߩવᦠ⧎ߪ㒙ᒎޔߚ߹ޔߓ論ࠍℂ論㧕ࠆߔ㑐ߦߤ

⌀‛ߣޠߒߴ༵ ߽ߦ߆ ߽ߦ߆ ࠍޘຠߩߘ ߫ࠇߥ⢄ⷐߩߩߎ ࠄ߇ߥࠅߐ

Aristoteresޔ߇ࠆߡߒ៰ᜰࠍ㊀ⷐᕈߩૃ ߽ࠆߥ㊀ߣ(ℂ論㧔Mimesis Theoryࠬࠪࡔࡒߩ

 ޕࠆߢߩ
␠会߇ᕆㅦߦ進ᱠޔᤨߊߡߒᜰዉ⠪ߩߘޔߪ進ᱠ߇ല₸⊛ߦⴕޔߦ߁ࠃࠆࠇࠊ৻⥸大
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ⴐᮨ߇୮ࠆ߈ߢ⚵ࠍߺഃࠆᔅⷐޕࠆ߇A.J.Toynbee㧔1975㧕ߩߘޔߪ⚵ࠬࠪࡔࡒࠍߺ

(mimesis)ޕߚߒߣ↥ᬺਥ⟵ߩㅧ႐ޔߪߢⷙᩰຠࠍ大㊂ߦല₸⦟߇ߣߎࠆߔ↥↢ߊᦨ

ఝవߩ⺖㗴ߩࠬࠡࠗޕࠆߢ↥ᬺ㕟ᦼߩᯏ᪾化ߩߘޔᓟߩࠞࡔࠕߩ大㊂↢↥ޔ

ᚒ߇࿖ߩᚢᓟߩ㜞ᐲ経済ᚑ㐳ࠬࠪࡔࡒߦߐ߹ޔߪ(mimesis)ޕࠆߢߩ߽ߚߒࠄߚ߽߇ 
Toynbeeޔߒ߆ߒ ߚߩᚑ㐳ߩߘޔߪ化࡞ࠕࡘ࠾ࡑޔᯏ᪾化߁ߦᚑ㐳ߩᢥ⾰‛ޔߪ

ᦨޕࠆߡߒ៰ᜰߣࠆߢߩ߽ሺࠍෂ㒾ᕈߩᅛ㓮化ߩ㑆ੱޔߩߩ߽ࠆߪߢਇนᰳߪߦ

大㒢ߦ⥄േ化࡞ࠕࡘ࠾ࡑޔ化ߚࠇߐ␠会ޔߪ↢↥ല₸ߪᦨ大ޔ߇ࠆߥߦ㕙ੱޔ㑆ߩᅛ㓮

化߇進ⴕޔߒᨵエᕈޔഃㅧᕈߪૐਅߒ␠会ߩ⎬⋥化߇進ⴕޕࠆߔㅒޔߦቢోߦ⥄േ化ࡑޔ

ߥߦߣߎንߦഃㅧᕈߢᨵエߪ会␠ޔ߇ૐߪ₸ല↥↢ޔߪ会␠ߥߡࠇߐ化࡞ࠕࡘ࠾

 ޕࠆ
ਛ㧔1998㧕ޟߪ⥄േ化ߣഃㅧᕈߩ⍦⋫ߦࠬࡦࡃߩޠ㑐ߒએਅߦ߁ࠃߩㅀޟޕࠆߡߴ⧷

࿖ࡖ࠴࠶ࠨߩᡷ㕟ߩㆊ⒟߇ࠬࡦࡃߩߎ߽ߢ⺖㗴߇ࠞࡔࠕޔߚ߹ޕߚߞߥߣ㧤㧜年ઍ

ߩߚߡࠇࠊ߇㗴ߩߎޔ߽ߡ߅ߦసߩߡߌะ߳↢ౣߩ㧥㧜年ઍߣ化⋤⎬ߚߞ㒱ߦ

ห৻ⷞߣ進ዷߩᢥࠍᣵ進ߩߺߩല₸ᕈࠆࠃߦേ化⥄߈ߥߊ㘻ޔߪ日ᧄ߇ࠈߎߣޕࠆߢ

 ޠޕߛࠎ進߈⓭ߦ⊛⋠⋥ޔߊߥߣߎࠆߔ⼂ߣߩ߽ߥෂ㒾ࠍޠൎࠆߔኻߦ♖ߩ⾰‛ޟޔߒ
Toynbee Toynbeeޔߪ࿑㧣ޕࠆߡߴㅀߒ㑐ߦ⾰ᯏ᪾⊛ᕈߩ(mimesis)ࠬࠪࡔࡒޔߪ 論ߩ

Toynbeeޕࠆߢߩ߽ߚߒ␜ࠍ᭴ㅧߩ㧔mimesis㧕ࠬࠪࡔࡒߣᚑ㐳ࠆߓ ࡒߦ߁ࠃࠆߔ៰ᜰ߇

ࠪࡔ 㧔ࠬmimesis㧕ߩᯏ᪾⊛ᕈ⾰ੱࠅࠃߦ㑆߇ᅛ㓮化ࠇߐ␠会ో߇⎬⋥化ࠅࠃߦߣߎࠆߔ

ᢥߪㅌޕࠆߔᢥߩㅌޔߪᛛⴚߩㅌ化߿ᄖᢜߩᲕኂⴕὑߦ࿃ޕߥߪߢߩ߽ࠆߔ 
 ᚑ㐳ߪᜰዉ⠪ޟߩߡߒߣഃㅧ⊛ੱ㧔ዋᢙ⠪㧕ࠅࠃߦޠ‧ᒁࠄࠇߎޕࠆࠇߐᜰዉ⠪ߩછോ

ޔࠅ㒢ߥߖߐ೨進ࠍખ㑆ߢᣇᴺߩ߆ࠄߪࠄᓐޕࠆߢߣߎࠆߔߦㅊ㓐⠪ࠍખ㑆ߩߘޔߪ

ߩ৻໑ߩߣߎࠆߖߐ߈േߡߞ߆ะߦᮡ⋠ࠆޕߥ߈ߢߪߣߎߊߡߌ⛯ࠍ೨進߇❰⚵

ᚻᲑޔߪේᆎ⊛ߟ߆ߢ᥉ㆉ⊛ࠬࠪࡔࡒߥ(mimesis)ߩ⢻ജࠍ↪ޕࠆߢߣߎࠆߔ 
 
                 ␠会ߩᚑ㐳 
 
 
 
 
 
 

 ✵会⊛ᢎ␠ޔࠬࠪࡔࡒ       
ୟ⊛ᄙᢙߩ㕖ഃㅧ⊛ߥ大ⴐ㧦 
 ࠆߥߣㅊ㓐⠪ߩഃㅧ⊛ੱࠅࠃߦࠬࠪࡔࡒ

 
           ࿑㧣 Toynbee  ᭴ㅧߩࠬࠪࡔࡒߣᚑ㐳ߩ
 
㑆ੱޕࠆߢߣߎߔࠄߚ߽ࠍᅛ㓮化ޔᯏ᪾化ߩ㑆ੱޔߪᒙὐߥ߈大ߩ(mimesis)ࠬࠪࡔࡒ 

ߔࠍᔕߥ⊛േ⥄ߟ߆⊛ᯏ᪾ࠆߔኻߦໂ␜ߩࠄ߆ᄖㇱߪ㑆ੱޔࠅࠃߦᅛ㓮化ޔᯏ᪾化ߩ

 ޕࠆߥߣ⠌ᕈߩ㑆ੱ߇ᔕߩߘޔࠅߥߦߣߎ
 
4.4  経済学ߩⷞὐ 
 日ᧄဳ経済ࠪࠬࡓ࠹㧔日ᧄဳ⾗ᧄਥ⟵㧕ޔߪ㜞ᐲ経済ᚑ㐳ߩߘޔ߇ߚߒࠄߚ߽ࠍᚑഞߪ

日ᧄੱ߇経済એᄖߩ㕙ߢ大ߥ߈ઍఘࠍᡰᛄޕࠆߢࠄ߆ߚߡߞᚒ߇࿖ߩ⽺࿎ߥቛᖱޔ

㔀ὼߚߒߣⴝਗޔߺ都Ꮢߩഠᖡߥᢥ化ⅣႺޔ⥄ὼⅣႺߩ⎕უޔ都Ꮢㅢߩ㤗∽ߪߤߥ経済

ᜰᮡߩ㜞ߪߣߐኻᾖ⊛ޔߚ߹ޕࠆߢ学ᩞᢎ⢒ߥ┵ᭂߪ⍮⼂㊀ੱߢ㑆⊛ᚑ㐳ࠍ㒖ኂࠆߔ

 ޕࠆߢߩ߽
 ቝᴛ(1987)ߥ߁ࠃߩߎߪ␠会⊛ࠦࠬߦ࠻㑐ޔߒએਅߦ߁ࠃߩㅀޟޕࠆߡߴ都Ꮢߩᢥ化⊛

ഃㅧ⊛ੱ㧔ዋᢙ⠪㧕
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ⅣႺޔ⥄ὼⅣႺߩోޔሶଏߩߜߚᚑ㐳ߦᦸ߹ߒ⥄ὼޔ都Ꮢޔ学ᩞᢎ⢒ᐲߪࠆޔ

⠧ੱߩߜߚቯ⊛ߥ↢ᵴࠍߤߥ㜞᳓Ḱߢ⛽ᜬߪߦߚߊࠁߡߒ大ޔࠅ߆߆߇࠻ࠬࠦߥ߈

経済⊛ߥⷞὐ߫߃⸒ࠄ߆ല₸ࠍ㒖ኂߩᬺ↥ߒ࿖㓙┹ജࠍૐਅࠆߖߐ⚿ᨐޕࠆߥߣㅒޔߦ

日ᧄ経済ߩ┹ജ߇㜞ߩઁޔߊ࿖ߚࠇߋߔࠅࠃޘ経済⊛ࠍࠬࡦࡑࠜࡈࡄㆀߢ߇ߣߎࠆߍ

会⊛ᛕ್␠ޔ⊛ᢥ化ߩޘੱߡߒߦ†‶ࠍᵴ↢ߥ⊛ੱߩޘੱޔߪߦ⢛ᓟߩߣߎ߁ߣߚ߈

ഭജߚߒㆡ߽ߣߞ߽ߦ↥↢Ꮏᬺޔࠇߐㆇ༡߇学ᩞᢎ⢒ᐲߢߜߚ߆ߥ߁ࠃࠆᒙࠍജߩ

ߒ⸰ࠍ日ᧄޕࠆߔሽ߇ᆫߥ⊛ၮᧄߩ㜞ᐲ経済ᚑ㐳ޔ߁ߣࠆߔ⢒ᚑࠍ㑆ੱߩߡߒߣ

ᢥߩ日ᧄ␠会ޔ߈ߠ᳇ߦ†‶ߥ߈大ࠆߔሽߦߍ߆ߩᩕ❥ߩ日ᧄ経済ޔߪߊᄙߩᄖ࿖ੱߚ

ᕈޔ୶ℂᕈߦ⇼ޠޕࠆߥߦߣߎߊߛࠍ 
日ᧄဳ経済ࠪࠬࡓ࠹㧔日ᧄဳ⾗ᧄਥ⟵㧕߇ᡰߚ߃ᚢᓟߩ日ᧄޔߪၞߩ᥊ⷰ߿⥄ὼⅣႺ

߹߹ࠆߡߒᶖṌ߇ὼ⥄ߥ߆⼾ࠇߐήⷞ߇᥊ⷰޕߚߞߢ会␠ࠆߔ㊀ⷞࠍ⥝経済ᝄ߽ࠅࠃ

ේ㧔2002㧕᧻ޔߒ㑐ߦ↹⸘࿖ߩᚢᓟ日ᧄޕߥ߃ࠅߪߣߎࠆߔታ߇శ┙࿖ⷰߪߢᘒ⁁ߩ

ߦ経済ࠅ߹ߟޕߚ߈ߡࠇߐታᣉߦᣛශࠍᩰᏅᤚᱜߣ経済ᚑ㐳ޟޕࠆߡߴㅀߦ߁ࠃߩએਅߪ

ࠆࠇ߆ᛴ߇㑐ᔃߦዬޔᨐ⚿ߩߘޕߚ߈ߡߒߣᮡ⋠ࠍᐔ╬化ߩಽ㈩ߣല₸化ߩ↥↢ࠆߌ߅

ߩ経済એᄖߚߞߣ᥊ⷰޔࠅߢߌߛࠆ߹集߇⋠ᵈߦߩ߽▫߁ߣቛߪࠇߘޔ߽ߡߒߣ

↢ᵴߩẢߪߦⷞ✢߇ะޕߚߞ߆ߥࠊ߆経済⊛ߦ᧲京߁ߣߥߊߚࠇߐߥߪ߈߭ߦᗧ⼂

日ᧄߪ✢ᶏጯޕߚߞߥߊߥࠇߐ㊀ⷞߪᕈ․ߩၞࠆߔߣਛᔃࠍ᥊ⷰޔߒ⌕ቯߦ࿖ฦో߇

ਛ࠻ࠢࡦࠦߢ⼔ጯ߿ᶖᵄ߇ࠢ࠶ࡠࡉᣉోޔࠇߐ࿖ߘࠃ߅ߩ㧠ഀ߇ᣢੱߦᎿ化ޔߒၞ

 ޠޕߚߞߡࠇߐᒻᚑ߇࿖ߥ߁ࠃࠆߒᶖࠍὼ⥄߿⛔વߩ

 経済ਥߩᵴേޔ߇Ꮢ႐ߩขᒁࠍ経↱ߩઁߢߥߒ経済ਥ៊ߦኂߪߒߥଢ⋉ࠍਈ߃

ޔ៊߈ߣࠆ ኂߪᄖㇱਇ経済ޔଢ⋉ߪᄖㇱ経済ޕࠆߢኂߪᄖㇱਇ経済ߩઍޔࠅߢ

⥄ὼ⎕უޔ᥊ⷰ⎕უ߽ᄖㇱਇ経済ޕࠆߢ 

 2002 年ޔ᧲京都߇ታᣉޟߚߒ㝯ജࠆ都Ꮢ᥊ⷰߦߚࠆߔߦ㊀ⷐߩޠߣߎߥ論⺞ᩏߢ

ߩ╵回߇ޠߣߎࠆၒߦਅࠍ✢㔚߿✢㔚ޟޔߪ ৻ߡߒ㔌߈ᒁߊ߈大ࠍઁޔභࠍ��.�5

ޕੑࠆߢ ޟޔߪደ✛化ߌ↢߿၂ޔⴝ〝᮸ޠߣߎࠆߔࠍࠅߊߠߜ߹ߚߒ߆↢ࠍ✛ߩߤߥ

㧔3�.3�㧕ޔਃࠆ✜↱ޟޔߪᑪ‛߿ᯅޔવ⛔⊛ߥⴝਗࠍߺሽޠߣߎࠆߔ㧔35.1�㧕ޔ྾

 ޕࠆߢ㧔34.��㧕ޠߣߎࠆߔ㈩ᘦߦࡦࠗࠩ࠺ߩߤߥⴝ〝Ἦ߿ⵝ⥩ޔߍᐢࠍᱠޟޔߪ

ޕࠆߢᄖㇱਇ経済ޔࠅߢⷐ࿃ߩᦨ大߁ߥ៊ࠍ᥊ⷰߪ✢᨞ⓨ㔚ࠅㅢߔ␜߇論⺞ᩏߩߎ 

都Ꮢ᥊ⷰᡷༀߩߚߩᦨఝవ⺖㗴ޟࠆߢ㔚✢ޔ㔚✢ߩਛ化ߦޠ㑐ޔߪߡߒ࿑㧤߇␜

 ޕࠆߡߒߣᱧὼߪᩰᏅߩߣਥⷐ都Ꮢߩ⇇ޔࠅㅢߔ

ᚒ߇࿖ޔߪ京都ޔᄹ⦟ߦߤߥઍࠆࠇߐฎ都ో߿࿖ฦߩၔਅ↸ߤߥ㐳ᱧผߦၭࠇࠊ

 ޕࠆߡߖߐૐਅࠍଔ୯ߩࠄࠇߎޔߢਇචಽ߇ᢛߩ᥊ⷰ߇ࠆߢቲᐶߩ⛔વޔᢥ化ߚ

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ロン䊄ン䇮䊌䊥
ベ䊦䊥ン

䊊ン䊑䊦䉫
䉮䊕ン䊊ー䉭ン

䊆䊠ー䊣ー䉪
᧲੩23
ᣣᧄో࿖

 
࿑㧤 㔚✢ਛ化₸ߩ࿖㓙Ყセ 

        ᚲ㧧ᶏᄖߩ都Ꮢߪ㔚᳇ᬺㅪว会㧔1��7 年࡞ࡉࠤޔᑧ㐳ࠬࡌ㧕 

        日ᧄߪ࿖ㅢ⋭㧔1��� 年ޔ〝ᑧ㐳ࠬࡌ㧕 

 

 ᚒ߇࿖ߩ都Ꮢᢛޔߡ߅ߦ࿑㧥ߩㅢߩߣ☨᰷ࠅᲧセޔߡ߅ߦᬺᣉ⸳ߥࠬࠖࡈࠝޔ

ⓨߩੱߤߥߺⴝਗޔቛⴝޔቛޔᣇ৻ޕࠆߡࠇߐᢛߊ⦟⊛Ყセޔߪⓨ㑆ߩડᬺߤ
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㑆ߩᢛߪഠޕࠆߡߞ日ᧄဳ経済ࠪࠬࡓ࠹㧔日ᧄဳ⾗ᧄਥ⟵㧕ࠅࠃߦᚒ߇࿖ߪᚢᓟ↥ᬺ

ᝄ⥝ࠍᦨఝవߚߒ⚿ᨐޔ↥ᬺ㑐ㅪᣉ⸳ߩᢛߪ進ޔߺ↥ᬺ㕖㑐ㅪᣉ⸳ߩᢛߪᓟ回ߐߦߒ

 ޕߚࠇ

  
                 ᢛߩᐲว㧔㧕 

                              日ᧄߩ⟎ 
                              

 
    ੱߩⓨ㑆㧔ቛޔⴝਗߺ㧕        ડᬺߩⓨ㑆㧔ᬺᣉ⸳ޔᎿ႐㧕 

 

 

      日ᧄߩ⟎ 
 
                 ᢛߩᐲว㧔ਅ㧕 

 

                        ࿑㧥 日ᧄߩ☨᰷ߣ都Ꮢᢛኻ⽎ߩ㆑ 

 

 K.Polanyi(1957)ޔߪ㧔߮ࠃ߅ഭߣ⽻ᐊ߁ߣ↢↥ⷐ⚛㧕ߪߩ経済ߘߎߢຠ

化ޔߩߩ߽ࠆߡࠇߐᧄ᧪ຠߡߒߣߥߪߢએਅߦ߁ࠃߩㅀޟޕࠆߡߴ経済⊛ᯏ⢻ޔߪ

ߟ߽ߩᄙߩߊ↢ᵴᯏ⢻ੱޔߪࠇߘޕߥ߉ߔߦߟߣ߭ߩߛߚߩߜ߁ߩ㑆ᕈߦቯᕈࠍ

ਈޔߜࠊߥߔޕࠆߢߩ߽ࠆ߃ዬߩ႐ޔࠅߢ⡺⊛ోߩߚߩ৻᧦ઙޔࠅߢ㘑᥊

ࠍߣߎߚࠇ߹↢ߢߒߥ⿷ᚻޔߪߩࠆ߃⠨ߣߊߡߒᵴ↢ߢߒߥޕࠆߢ྾ቄޔࠅߢ

ᗐޔߒ߆ߒޕࠆߢߩ߽ߥ߁ࠃࠆߔࠄ߆ੱࠍಾࠅ㔌ޔߒਇേ↥Ꮢ႐ߩⷐઙࠍḩߔߚ

ߡߒߥࠍㇱಽߥᨔⷐߩᔨⷰߥ⊛ࠕࡇ࠻࡙߁ߣᏒ႐経済ޔ߇ߣߎࠆߔ❰⚵ࠍ会␠ߦ߁ࠃ

ߩ᥊ⷰ߳ࠇࠄߌߠ⟎ߡߒߣ⚛ⷐ↥↢৻ߩߚߊዉࠍ経済ᚑ㐳ߪޔߪߢ࿖߇ᚒޠޕߚ

㈩ᘦߩੑߪᰴޕߚߞߢ 
 ᚢᓟ日ᧄߩ࿖╷ޔߪ経済╷ⷰߩὐࠄ߆╷ቯޕߚࠇߐᧄ᧪ޔ࿖╷ޔߪ経済╷

ߴࠆߢ╷ߥ⊛ว✚ߚߒ㊀ⷞ߽ߤߥ᥊ⷰޔⅣႺޔᔟㆡᕈޔଢᕈߩ࿖᳃↢ᵴߕࠄߥߺߩ

 ޕߚࠇߐシⷞߪઁߢᦨఝవ߇╷経済ߪࠇߘߩᚢᓟ日ᧄޔ߇ߛ߈

 
4.5 ᢎ⢒ߩⷞὐ 
ⷰశ┙࿖ߩᧄ⾰ߩߘޔߪ࿖߿ၞߢߎߘޔߚ߹ޔ↢ᵴੱࠆߔ㑆ߩ㝯ജߩߎޔࠅߢ㝯ജ

⍮⼂㊀ޔߪߡ߅ߦᗧߩߘޕࠆߢ⢻ജߥ⊛ว✚ߩޘੱߦߎߘޔߪߩࠆߔഃㅧࠍ

ᢎ⢒ⷰߪశ┙࿖ታߩ㒖ኂⷐ࿃ޕࠆߢ 
 ࿖ኅ経済ߣᢎ⢒ߩ㑐ଥߦ㑐ߪߡߒㆊᢙᄙߩߊ⼏論ޔ߇ߚߞ߇日ᧄဳ経済ࠪࠬࡓ࠹㧔日

ᧄဳ⾗ᧄਥ⟵㧕ߩ⾰ߪ㜞ഭജήߪߡߒߊᚑ┙ߩߘޔߡߒߘޕࠆߢߩ߽ߚߞ߆ߥ߃ߒ

ᢎߩ⍮⼂㊀ߩߘޔߒ߆ߒޕߚߞߢ学ᩞᢎ⢒ߩᚢᓟޔߪߩߚߒߺ↢ࠍഭജ㜞ߩ⾰

⢒ߪ৻ቯߩᚑᨐᤨޔߩߩ߽ߚߍߪ㑆ߩ経ㆊߦ߽ߣߣᨵエᕈࠍᄬߥ経済ᚑ㐳߳ߘ₂⽸ߩ

 ޕࠆߡߒૐਅ߽ߩ߽ߩ
ᣂฎౖᵷ経済学ޔߪߡ߅ߦੱߩ⍮⼂ޔᛛⴚޔᛛ⢻ੱߩߤߥ㑆⊛⢻ജࠍᏒ႐ߢ⹏ଔߒ

ߦᕈ↥↢ߩ経済߇学ᩞᢎ⢒ޔߪࠇߎޕߚߒ⟵ቯߡߒߣᧄ(human capital)⾗⊛ੱࠍߩ߽ߚ

ޔߪᵴേ↥↢ࠆࠃߦᛛⴚߥ㜞ᐲߩߢߣ߽ߩᧄਥ⟵経済⾗ޕࠆߢᣇ߃⠨ࠆߔ㊀ⷞࠍലᨐߔ߷

⍮⊛ߥᢎ⢒ࠍฃߚߌഭജߡߓߪߡߞ߇ታߣࠆߔ⠨ޕߚࠇࠄ߃ 
S.Bowls ߣ H.Gintis ฦߪߩഭ⠪ޔࠅ㒢ࠆߢ⟵ᴺੱ⾗ᧄਥ߇ታᘒߩ⟵ᧄਥ⾗ޔߪ

ᴺੱડᬺߦࠠ࡞ࠛࡅߩၮ߈ߠಽᬺࠇߐ㒢ቯ⊛ߟ߆ᛥ⊛ߣࠆߥߦߩ߽ߥ⠨ޕߚ߃ᴺੱ

⾗ᧄਥ⟵ޟޔߪߡ߅ߦᢎ⢒ᐲޔߪ経済ߩ␠会⊛㑐ଥߩߣኻᔕࠍㅢޔߡߓ経済⊛ਇᐔ╬ࠍ

会␠ߣ㧔Bowls,Gintis,1976㧕ޠࠆߡߒߚᨐࠍᓎഀ߁ߣࠆᱡࠍᩰ⊛⊒㆐ੱޔߒ↥↢ౣ

߇ᢎ⢒ᐲߦቯ⊛ߥᓇ㗀ࠍ߷ߔ㑐ଥޟࠍኻᔕේℂߡߒߣޠ論ޕࠆߡߓ 
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␠会ㅢ⾗ᧄ㧔Social Overhead Capital㧕ߦ㑐ߒቝᴛ㧔1998㧕ߪએਅߦ߁ࠃߩㅀߡߴ

ኂޔ≯කޔᢎ⢒ޔߊߥ߽ߢ߹߁⸒ߪὼⅣႺ⥄ߩߤߥფޔ᳓ޔᶏᵗޔᴡᎹޔᨋޔ大᳇ޟޕࠆ

ޔߪ会ㅢ⾗ᧄ␠ޕࠆߢ⚛᭴ᚑⷐߥ㊀ⷐߩ会ㅢ⾗ᧄ㧔Social Overhead Capital㧕␠ߪ

㝯ߦ⊛㑆ੱޔߒዷ㐿ࠍᢥ化ߚࠇߋߔޔߺ༡ࠍ経済↢ᵴߥ߆⼾߇ၞߩቯ․ߒߥ࿖ߩߟ৻

ജࠆ␠会ࠍᜬ⛯⊛ޔቯ⊛ߦ⛽ᜬߥ߁ࠃࠆߔ␠会ⵝ⟎ޕࠆߢ␠会⊛ㅢ⾗ᧄߪ␠会ో

ߡߞߣߦ大ಾߥㅢޔߡߞߢ↥⽷ߩ␠会⊛ߥၮḰߡߞ߇ߚߒߦᘕ㊀ޔߦ大ߦ▤ℂޔ

ㆇ༡ޕࠆߢߩ߽ࠆࠇߐ␠会⊛ㅢ⾗ᧄߩ▤ℂޔㆇ༡ߪᏒ႐経済⊛ၮḰߪࠆޔቭ⊛

ၮḰߡߞࠃߦߩੱ৻ੱ৻ޔ߽ߢ߹ߊޔߊߥߪߢߩ߽߈ߴࠆࠇࠄᏒ᳃ੱߩ㑆⊛ዅ෩ࠍ

ޔࠅ㝬ࠍ┙⥄ߩޔߜᏒ᳃⊛⥄↱߇ᦨ大㒢ߦ⏕ߥ߁ࠃࠆ߈ߢ␠会ࠍᒻᚑ߁ߣࠆߔⷞ

ὐޠޕࠆߢߩ߽ࠆࠇࠊߥߎ߅ߡߞߚߦ 
 ᚒ߇࿖ߡ߅ߦᢎ⢒ߣ日ᧄဳ経済ࠪࠬࡓ࠹㧔日ᧄဳ⾗ᧄਥ⟵㧕ߩㅪ៤1950ޔߪ 年ઍߦᆎ

Ꮕ୯ߦ߽ߣߣỗ化ߩฃ㛎┹ޕߚࠇߐᒝ化߁ߘߞߦ߽ߣߣ進ዷߩ㜞ᐲ経済ᚑ㐳ߚߞ߹

ᓥߦࠇߎޔਛ╬ᢎ⢒ᯏ㑐߽ࠄ߆ೋ╬ᢎ⢒ޔࠇߐᐨ化߇大学ޔߒ႐⊓ߡߒߣၮḰߩ学ജ߇

ࠍᐨ化ߩ会␠߇ᐨ化ߩᢎ⢒ᯏ㑐ޕߚࠇߐଦ進ߦࠄߐ߇⍮⼂㊀ᢎ⢒ߺ進߇ᐨ化ߡߞ

ߡߒߺ↢ࠍᐨ化ߩᢎ⢒ᯏ㑐߇ᐨ化ߩ会␠ޔߚ߹ޔߺ↢ Bowls ߣ Gintis ޠኻᔕේℂޟߩ

 ޕߚߒቢᚑ߇
 Ꮕ୯ߦၮ߈ߠ▤ℂߚࠇߐ⍮⼂ᦨఝవߩᢎ⢒ޔߪ日ᧄဳ経済ࠪࠬࡓ࠹㧔日ᧄဳ⾗ᧄਥ⟵㧕

ᕁߩ会߳␠߿ੱઁޔ୶ℂޔᓼޔഃㅧᕈޔᨵエᕈޔ߇ߚߞߢߩ߽ߚߒቯ⒟ᐲㆡว৻ߪߦ

 ޕࠆߢߩ߽ࠆࠇߐシⷞ߇㊀ⷐᕈߩ㑆⊛ᚑ㐳ੱߥ⊛ว✚ߤߥᚑ㐳ߥ߆߿ஜߩりޔࠅ߿
 
㧡㧚⚿論 
 
日ᧄဳ経済ࠪࠬࡓ࠹㧔日ᧄဳ⾗ᧄਥ⟵㧕ߩߘޔߪᚑഞߦ߃ࠁ⎬⋥化ߚߒ⛔␠会ߚ߽ࠍ

Shumperterޕߚߒࠄ ⋤⎬ߩ会␠ޔߪߟ৻ߩⷞὐߥ㊀ⷐߩࡓ࠭࠾ࠞࡔߩᧄਥ⟵፣უ⾗ߩ

化ޕࠆߢᧄ᧪ޔ⾗ᧄਥ⟵ޔߪડᬺኅߩᣂ⚿วߡߞࠃߦ⊒ዷޔ߇ࠆߔ␠会ߩ⎬⋥化ߦ

ᣂ⚿วࠆࠃߦផ進ࠛߪࠡ࡞ࡀૐਅޕࠆߔᱧผኅ Toynbee ℂ論ࠬࠪࡔࡒࠆߔ៰ᜰ߇

(Mimesis Theory)߽ੱޔ㑆ߩᯏ᪾化ޔᅛ㓮化ࠆࠃߦ␠会ߩᨵエᕈޔഃㅧᕈߩૐਅޔࠅߢ

ື学⠪ Ortega 化⋤⎬ߩ会␠ߦ߽ߣޔࠅߢ会␠ߚߞᄬࠍഃㅧᕈޔㅒ߽ߩ大ⴐࠆߔ៰ᜰߩ

Shumperterޕࠆ߇ߥߟߦ 㑐ߦ化⋤⎬ߩ会␠ߩߤߥ大ⴐ␠会論ޔℂ論ࠬࠪࡔࡒޔℂ論ߩ

 ޕࠆߡߞᜬࠍᗧߥ߈大ߡ߅ߦ⸽ᬌߩታᘒߩߘޔߪࠫࡠ࠽ࠕࠆߔ
 日ᧄဳ経済ࠪࠬࡓ࠹㧔日ᧄဳ⾗ᧄਥ⟵㧕ߩߘޔߪᚑഞߦ߃ࠁ⎬⋥化߇進ޔߺ⛔ࠇߐㆊ

߹ޔၞ߿࿖ߪ⾰ᧄߩߘޔࠅߢ࡞࠺ࡕߩవ進࿖ဳߪߣశ┙࿖ⷰޕߚߒࠄߚ߽ࠍ会␠ߚ߉

శ┙࿖ⷰߪ進ⴕߩ化⋤⎬ߩߎޔߡ߅ߦᗧߩߘޕࠆߢ㝯ജߩ㑆ੱࠆߔᵴ↢ߢߎߘޔߚ

ታߩ㒖ኂⷐ࿃ޕࠆߥߣ 
 

 㧭㧦⛔␠会࡞࠺ࡕ
 
 
 
 

 会␠ࠆߩഃㅧᕈޔᨵエᕈࠅࠃ㧮㧦࡞࠺ࡕ
 
 
 
         ࿑㧝㧜 ⛔ߚࠇߐ␠会ߣᨵエᕈޔഃㅧᕈࠆߩ␠会 
 
 ࿑㧝㧜ޔߪ⛔ࠇߐ⎬⋥化߇進ߛࠎ␠会ࠅࠃޔߣᨵエᕈޔഃㅧᕈࠆ߇␠会ߩᔨ࿑ߢ

ߩ会␠ޔߢ␠会⛔ߚࠇߐ␜ߢ㧭࡞࠺ࡕߪ㧔日ᧄဳ⾗ᧄਥ⟵㧕ࡓ࠹日ᧄဳ経済ࠪࠬޕࠆ

 ⛔ 

 ⛔ 
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ޔ化ੱ࡞ࠕࡘ࠾ࡑ 㑆ߩᅛ㓮化߇進ߩ⾰ޔߺ㜞ഭജࠅࠃߦ経済ߩᚑഞࠍ৻ᤨᦼታޕࠆߔ

ޕࠆߥߣ㒖ኂⷐ࿃ߩ経済ᚑ㐳ߡߒߣᨐ⚿ޔߒ化⋤⎬߇会␠ޔߣߊ⛯߇ᘒ⁁ߩߎ㐳年ޔߒ߆ߒ

ߩㅧᬺޔߦ․ޔὐⷰߩ経済ޔߚૐ߇ᐲวߩ⛔ޔߡߴᲧߦ㧭࡞࠺ࡕޔߪ㧮࡞࠺ࡕ

ⷰὐ࡞ࠕࡘ࠾ࡑޔ߫߃⸒ࠄ߆化߇ቢోޔߊߥߪߢဋ⾰ߥຠߩ大㊂↢↥ࠍല₸⊛ߦⴕߦ߁

 ޕࠆߢ会␠ࠆߔሽߊᄙࠅࠃ߇ഃㅧᕈޔᨵエᕈޔߒ߆ߒޕߥߪߢߥᦨㆡߪ
 ⷰశ┙࿖߇ታࠅࠃޔߪߦࠆߔᨵエߢഃㅧᕈߩ㜞␠会ࠆߢᔅⷐޔࠅ߇⎬⋥化ߚߒ

␠会ߩߢታߪ࿎㔍ޕࠆߢ 
 ␠会ߡ߅ߦ㊀ⷐߪߩߥ࿑㧝㧜ߚߒ␜ߢ⛔ㇱಽߩߘޔࠅߢࠫ࠹ࡦࡄߩ

ᜰߩ࿖ߪߩࠆߔᠲߦㆡᱜࠍࠬࡦࡃߩ⟎ߩߘޕࠆߔᄌ化߽ߦ⋤⎬߽ߦᨵエߪ会␠ߢ⟎

ዉ⠪ߚ߹ޔࡒࠦࠬࡑޔࠅߢᏒ᳃ߩ࡞ࡌ⼂ࠬࡦࡃ߿ᗵⷡޕࠆߢ 
 日ᧄဳ経済ࠪࠬࡓ࠹㧔日ᧄဳ⾗ᧄਥ⟵㧕ߩㅌᦼߦᶋⷰߚߒశ┙࿖ޔߪ日ᧄဳ経済ࠪ

経済⊒ዷޔߦหᤨޕࠆߢ㏹⼊ߩ化߳⋤⎬ߩ会␠ߚߒࠄߚ߽߇㧔日ᧄဳ⾗ᧄਥ⟵㧕ࡓ࠹ࠬ

శ┙࿖ⷰޕࠆ߽ߢ㏹⼊ࠆߔኻߦߣߎߚ߈ߡߞᡰᛄࠍઍఘߥ߈大ߢ㕙ߩ経済એᄖߦߚߩ

ߚࠇߣߩࠬࡦࡃޔࠅߚ߇శߦ†‶ߥ߈大ࠆߔሽߦߍ߆ߩ日ᧄ経済❥ᩕࠅࠃߦᶋߩ

␠会ߩ⊒ዷ߇ታ߇ߣߎࠆߔᦼᓙⷰߩߎޕࠆࠇߐశ┙࿖ߩᗧ⟵ࠍ␠会߇ᱜߊߒฃࠆߣߌ

㧕ࡦ࡚ࠪࠚࡧࡁᣂ⚿ว㧔ࠗߪ㧔日ᧄဳ⾗ᧄਥ⟵㧕ࡓ࠹日ᧄဳ経済ࠪࠬޔ߫ࠇ߈ߢ߇ߣߎ

ߢᄌ㕟ߩ㧔日ᧄဳ⾗ᧄਥ⟵㧕ࡓ࠹日ᧄဳ経済ࠪࠬߪࠇߎޕߔ߈็ࠍᕷ߮ౣޔߒᓳᵴ߇

 ޕࠆߢ⟵ᗧߩశ┙࿖ⷰ߇ߩߔଦࠍᄌ㕟ߩߎޕࠆ
 
 
ෳ⠨ᢥ₂ 
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ⷰశ学ࠆߌ߅ߦ進化ߩ࡞࠺ࡕ⹜ߺ 
 

ㄭ⇰大学   
 
 ߦߓߪ
 進化経済学会߇✚ജࠍޔߪࠢ࠶ࡉ࠼ࡦࡂߚߒ➏✬ߡߍℂ論ߩ⊒ዷߩߡߟߦ⺑߽ߪ

60ޔߣߎߩࠎࠈߜ એ߽ߩ進化⊛߽ߡߟߦ⺑ࠍടࠆߡ߃㧝ޕ╩⠪߽̌ ․⸵ ߣ̍̌ ⍮

ߎࠆߔ↪ㆡߦ会⑼学␠ࠍᣇ߃⠨߁ߣ進化ޕࠆߡߒෳടߦ╩ၫߡߟߦ㧞ߩ̍↥⽷⊛

ኻࠆ߁ߒ⺑ߦ⏕⊛ߦ㕖Ᏹޔߢߣߎࠆ↪ࠍᣇ߃⠨ߩ進化ޔࠅߢߺ⹜大ᄌ⥝ᷓߪߣ

⽎߽ᄙߊሽޕࠆߔᧄⓂޔߪߢㄭ年␠会⑼学⊛ߥ⠨ኤߩኻ⽎ߡߒߣ㊀ⷐⷞࠆ̌ߟߟࠇߐ ⷰ

శ̍ޔߡߟߦ進化ߩⷞὐࠄ߆⠨ޕߚߺߡ߃ 
 
㧝㧚 ␠会ᄌേⷰߣశ 
19ޔߪశⴕേⷰࠆࠇࠄ⺆ߢశᔨⷰߥ⊛ㄭઍߦ⥸৻  ♿߇ࠢ࠶ࠢࠬࡑ࠻ߦ㘶㈬ㆊᄙኻ╷

ቯߩశⷰߡߒㅢ߇శ学⠪ⷰߩߊᄙޔߒ߆ߒޕࠆߡࠇࠊ⸒ߣߛࠕ࠷ߚߒ⠨᩺ߦߚߩ

ߔߚḩࠍ⚛ⷐ߁ߣޠṛ߁ߥ߽ߣࠍ⒖േߩ႐ᚲ߳ߩዬએᄖޔߢ㕖༡ޟࠆߍߦ⟵

༡ޔߪߺㄭઍએ೨ߩ␠会߽̌ߡ߅ߦᎼ␞̍ߚߞߣᒻߢሽߩ߳ࠞ࠶ࡔޕߚߡߒᎼ␞

ᗧߥ⊛ઍޔ߫ࠇࠇࠊ⸒ߣ߆⦟ߡߞᛒߡߒߣ㘃ဳߩశⷰࠍ〝ㆉ߅ߩ྾࿖චࠞᚲ߳߿

ߩߢᥜߩ⦡ᓀ߇ਲޔߚߒኻࠆߔะ߽߈ᄙߥࠇߒ߽߆㧞ޕ 
␞Ꮌޔߊߥߪߢߌࠊߚ߈ߡߓ↢ߦ⊛↢⊑ὼ⥄ޔ߇༡ὑߩ㑆ੱࠆࠇߐ⋠ߣశⴕേⷰޔߛߚ 

ᚢᓟ߿ࠕ࠷ߚߒ᩺⊑߇ࠢ࠶ࠢࠬࡑ࠻ߩㄭઍએ㒠ࠎࠈߜ߽ߡߒߘޔࠃߖߦ〝ㆉ߅ޔࠃߖߦ

日ᧄߩㄘදⷰశ߮ࠃ߅ JAL ޔᤨߢ߹ࠆ⥋ߦࠢ࠶ࡄ ઍߚߒ↢⊑ߦ߽ߣߣ␠会ߩᄌ化ߦޔߡߞ

ⷰశⴕേ⥄߇ᄌኈࠍߣߎߚߒߡขߩߎߡߒߘޕࠆࠇᄌ化ޔߪ೨ㅀࠅ߅ߣߚߒනߦ⥄ὼ

ߪ߿ޔߚࠆߢᄌേࠆࠇߐ㆐ᚑߡߌฃࠍೝỗ߁ߦᄌ化ߩ⇇ᄖޔߊߥߪߢᄌ化ߥ⊛↢⊑

ߎߎޔߪߢ┨ᰴߢߎߘޕࠆ߃⠨ߣ߆ߥߪߢᅷᒰ߇ߣߎࠆ߃ᝒߢߺ⚵ᨒߩ進化̍̌ࠅ 50 年

⑼ࡓ࠹ࠬࠪࠆߢⷞὐߥ᧪ߩߣߎߔᄖߪߢࠆ⺆ࠍ進化学ޔࠍ進化ࠆߌ߅ߦశ学ⷰߩ

学ߩᚻᴺߡ↪ࠍⷰޕࠆߔ 
 
㧞㧚 ࠪࠬࡓ࠹⑼学ⷰߩశ߳ߩᔕ↪ 
 
 ᧄ┨1950ޔߪߢ 年ઍߦឭ໒ࠇߐᆎߚ第৻ઍࡓ࠹ࠬࠪߩ論ޔࠄ߆ㄭ年ߩ第ਃઍߣ⸒

ࠆ߁ߒ⺑ߦචಽࠍశⷰޔ߇ᣇ߃⠨ߩ学⑼ࡓ࠹ࠬࠪޔߢ߹ࠆ⥋ߦ論ࡓ࠹ࠬࠪߥߚᣂࠆࠇࠊ



 ޕࠆߔ⸽論ࠍߣߎ
 
㧞㧚㧝㧚第৻ઍࠪࠬࡓ࠹論 
ࠬࠢࠖ࠹ࡀࡃࠗࠨࠆߢ論ࡓ࠹第৻ઍࠪࠬߚࠇߐឭ໒ߡߞࠃߦ࠽ࠖ࠙߿ࡦࡁࡖࠪ 

ߎߡߒߘޕ㧟ߚ߃ਈࠍᓇ㗀ߥ߈大߽ߦ⥸会⑼学ో␠ޔߩߩ߽ࠆߡߒ⊑ࠍ┵ߦᖱႎ⑼学ޔߪ

ᦼᤨߩߎޔ߫߃ޕࠆߢߩࠆߔㆡวߦචಽ߽ߦ進化ߩశⷰߩ㧞㧜♿ඨ߫એ㒠ߪℂ論ߩ

ദߣ߁ࠃߒߦߩ߽⦟ࠅࠃࠍ࡞࠹ࡎߩߜߚಽ⥄ߡߞࠃߦߤߥޠ࠼ቴ᭽ࠞ߅ޟߪ࡞࠹ࡎߩ

ജࠍ㊀ޔߪࠇߎޕߚߨᖱႎߡߞࠃߦࠢ࠶ࡃ࠼ࠖࡈߩࠍ⛽ᜬ࠹ࡀࡃࠗࠨࠆߔߣ߁ࠃߒ

ࠃߦࠢ࠶ࡃ࠼ࠖࡈߩߎߪࠬࡆࠨߩ࡞࠹ࡎޔታޔࠅߢߩ߽ࠆߓㅢߦᣇ߃⠨ߩࠬࠢࠖ

 ޕࠆߢ࿑㧝߇ߩ߽ߚߒߦ⸂࿑ࠍᣇ߃⠨ߩߎޕߚߒะߦ⊛㘧べߡߞ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

࿑㧝 ߩࠬࠢࠖ࠹ࡀࡃࠗࠨᔨ࿑ 
 
㧞㧚㧞㧚第ੑઍࠪࠬࡓ࠹論 
 第ੑઍࡓ࠹ࠬࠪߩ論ࠆߢ⥄Ꮖ⚵❱化ߣⶄ㔀♽ߩ⠨߃ᣇࠅߪ߿ޔߪ 80 年ઍએ㒠ⷰߩశ

ߎߎޔ߇ࠆࠇࠄ߽ߢᬺ࡞࠹ࡎߩ೨ㅀޔߪߩ進化ޕࠆߡߞᜬࠍജࠆߔ⺑ࠍᄌ化ߩ

 ޕࠆߔߣ⽎ኻߩ⠨ኤ߽ߡߟߦᬺ↥ⓨ⥶ߡ߃ടߦ࡞࠹ࡎޔߪߢ
ᒰೋ̌ኋደ㧔㧩ᣏ☜㧕̍ߩ┙⸳߫߃ޔ߇ࠆߢᬺ࡞࠹ࡎߕ߹  ࠻࡞ࡅߚߡߒᯏ⢻ߡߒߣ

ޔ߽ߪࡦ ޔࠅࠃߣ߽ߪ࠭࠾ߩขᒁవ߿㘈ቴޔߪࡦ࠻࡞ࡅޕߥ߃⸒ߪߣ࡞࠹ࡎࠆߥන߿ߪ

␠会ߩⷐ⺧ࠍೝỗ㧔㧩ᖱႎ㧕ߡߒߣฃኈࠍࠄ⥄ޔߒᄌ⽩࠼࠶ࡋࡦ࠻࡞ࡅޕߚߞߡߖߐ

ࠗࡢࡦ࠻࡞ࡅޔߒࠆߡ߃ࠈߘࠍ⚛ⷐࠆߖߐ⿷ḩࠍ᰼᳞ࠆࠁࠄߩ㘈ቴޔߪ࠼ࡦࠗࠕ

࿖ߪߢࠄߜߎޕ㧠⦟ߡߞ⸒ߣࠆߡߒౝ൮ࠍߩ߽ߩߘࠢࡄࡑ࠹ޔߪࠫ࠶ࡆࠕࡠࠦ

㓙学会߽ߊࠃ㐿ޔ߇ࠆࠇߐ࿖㓙学会ࠍ㐿ޔߪߣߎ߁ߣߊኋደߩᧄ᧪⊛ᬺോޔߊߥߪߢ

ኋᴱᣉ⸳߇ᄖ⊛ೝỗߡߞࠃߦᄌ⽩ࠍㆀߡߞࠃߦߣߎߚߍⷐ⺧ߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇߐછോߢ



ޔߒᯏ⢻߽ࠬࠖࡈࠝޔߦ߽ߣߣߟᜬࠍ࡞ࡕߦౝㇱޔߪࡦ࠻࡞ࡅߩ↰大㒋᪢ޔߚ߹ޕࠆ

ߞߢኋደߣ߽ߣ߽ޔߡߞࠃߦೝỗߩࠄ߆ᄖㇱޕࠆߡߞߥߦ߁ࠃߩ都Ꮢߥߐዊ߽߆ߚ

 ޕࠆߡߍㆀࠍ進化ߦᒻࠆߥ⇣ߪߣᒻᘒߩరޔߪ࡞࠹ࡎࡦ࠻࡞ࡅߚ
ߢߩ߽ߩએࠇߘޔࠅߢャㅍᬺࠆߥනߪ᧪ᓥߪᬺ↥ⓨ⥶ޔ߫ࠇߺ㐓ࠍᬺ↥ⓨ⥶ߦࠄߐ 

ࠍャㅍᬺࠆߥන߿ߪ߽ߪᬺ↥ⓨ⥶ޔߡߞࠃߦᖱႎೝỗߩࠄ߆㘈ቴޔߒ߆ߒޕߚߞ߆ߥߪ

ߡߞࠃߦࠬࡆࠨࠫࠗࡑޔߪ␠ⓨฦ⥶ޕࠆߟߟߍㆀࠍ⊹⣕ߦᬺ↥ࠬࡆࠨว✚ߚ߃

ⓨ⥶ߩߢ߹ࠇߎޔߢߣߎ߁ធⴕ⋤ࠍ╬経༡ߩ࡞࠹ࡎޔߦ߽ߣߣࠆߍࠍද⺞ലᨐߣᬺ↥ઁ

ߒߡ߃ᄌࠍᒻߡߞࠃߦೝỗ߇ߩరޔߪࠇߎޕߚߞߥߣߣߎࠆߖࠍ⋦᭽ࠆߥ⇣ߪߣᬺ

߇ߩ߽ߚߒ࿑ᑼ化ࠍᣇ߃⠨ߩએޕ⦟ߡߞ⸒ߣࠆߡߒㆡวߦᣇ߃⠨ߩᏆ⚵❱化⥄߁߹

࿑㧞ޕࠆߢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

࿑㧞 ⥄Ꮖ⚵❱化ߩᔨ࿑ 
 
㧞㧚㧟㧚第ਃઍࠪࠬࡓ࠹論 
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１ 経済学と模倣
ミメーシス

 
 

 ミメーシスという言葉は，元来は美学・芸術論に起源をもっており，また，プラトンが

『国家』の中でこれを否定的に捉え，この世のものは天上界のイデアの模倣
ミメーシス

であり，それ
をさらに模倣する芸術作品は模倣

ミメーシス
の模倣

ミメーシス
に過ぎないという理由で詩人追放を説いたこと

を思い合わせるなら，ここでミメーシスを論じることはいかにも場違いに思われる。ミメ
ーシスが，創造に対して模倣を，同一性に対して類似性を，本質に対して現象を含蓄する
のだとすれば，経済学はその逆に，自立した経済人と，価値によって統御される市場を分
析対象に据えることから，独創性，同一性，本質還元の方にむしろ親和性を示す。ミメー
シスは，経済学にとっていわば鬼門である。 

 ところが経済学においてミメーシスは，意外にも重要な問題として扱われてきたともい
える。プラトンがミメーシスを否定的に捉えたのに対して，アリストテレスが『詩学』で
ミメーシスを単なる模倣の意味に限定せず，これを描写，再現一般として広く解釈しその
創造的要素を肯定的に評価したこともよく知られているが，マルクスは価値形態論創始の
功績をほかならぬアリストテレス（『ニコマコス倫理学』）に帰している。「同質労働」への
「本質還元」を前提したマルクスの価値形態論を「形態」の論理に純化した宇野弘蔵の価
値形態論は，さらにアリストテレス的にバイアスをかけた価値形態論として解釈すること
もできるであろう。また，ケインズが株価形成の原理を説くにあたり，それを美人投票に

なぞらえたことは，株価もまた他者の模倣
ミメーシス

に基づいているという意味で，これもプラトン
的というよりはむしろアリストテレス的といえるかもしれない。さらに，スミスが『道徳
感情論』のなかで，想像力によって観察者は主要当事者の感情にただ乗り移るのではなく，
それを基に二次的な感情を独自に作り上げ，両者の一致・不一致こそが「適宜性」の判断
根拠となるとしている事例などを，ここに付け加えてよいかもしれない。 

 以下小論では，おもに貨幣における模倣の契機を検討するが，その際，物象化論なども
広義の模倣現象として取り上げ，さらにそれを通じて，啓蒙化された経済学固有の「経済
人」を批判するところにまで至れればと思う。 

 

２ 「贋金つくり」のねらい 
 
2.1 代用，複製，贋 
 貨幣と模倣という主題を取り上げるとき，贋金つくりの問題を外すことはできない。し
かしその際，「贋」は，代用・複製とどのような関係にあるのか，また偽物と贋金を同列に
扱ってよいのかということを，「進化」の観点から問題にしておく必要がある。 



 3 

贋ならぬ代用品の出現が，やがて同類の品物を代表する本格的な品物になりおおし，そ
れ自身の発展を遂げるという行程は，たとえば，麻や絹の代用品として木綿が，さらにそ
の代用品として合成化学繊維が王座を占めるというように，繊維品に代表される商品の進
化に端的に見出すことが出来る。しかしこうした行程は，地金から鋳造貨幣へ，磨り減っ
た鋳造貨幣から兌換紙幣へ，さらに不換紙幣からエレクトロニック・マネーへという貨幣
の進化にも同様に見出せるものだし，さらには，もともと演劇の単なる再現手段だった映
画が，独自の可能性に気付き新芸術を生むメディアとなったり，文学もまた当初は演劇の
複製手段だったというように，芸術の歴史そのものにも同様の構造は指摘できるだろう。
多田道太郎によれば，芸術の歴史はメディアの歴史として扱えるのであり，それは「『複製
芸術』とはオリジナルのないという意味でそういわれるばかりでなく，発生的には，じっ
さい旧芸術，既製芸術の模写・複製手段でしかなかったからである」（多田［1962］5頁）。 

「代用」は，ほんものとは違うことをはじめから明らかにし，しかしほんものとほとん
ど違わない効用をもつものを作ることで，希少なオリジナルとは明らかに異なるものの大
量生産が目論まれている。「複製」は，オリジナルとコピーとの違いがそもそも意味を成さ
ないような領域において，明らかに同じものの大量生産が目論まれている。いずれも経済
的な効率性からくる要請にしたがっている。しかし「贋」という手法は，オリジナルと似
てはいるが，むしろ微妙な差異をよりどころに，明確な理念を持った主体による批判の契
機（「ほんもの」というものが，あまねく無根拠な権威をその拠り所にしているという事情
を批判する契機）を介在させている。じっさいニセものつくりはともかく，贋金つくりは，
経済的にはまるで引き合わない（精巧な偽造防止技術に対抗できるだけの相当の機械，技
術者採用のための莫大な間接費用と，一枚あたりコスト削減のための大量偽造に伴うリス
クなど）。したがって公権力に対するレジスタンスという「不純な」動機が引き金になって
いるはずである。 

こうしてみると，分野・領域を問わず，代用・複製の行程は，経済の発達，生活内容の
充実と向上に棹差した歴史的必然なのであり，贋という手法は，いわばそうした系統発生
を範に，それを個体のレベルで人為的になぞっただけだとも見うる。その限りでは，二次
的な代用がやがて一時的なものになりおおすように，批判的試みが正統的流れに回収され，
反体制のこころみもまた体制のなかに回収されてしまうという可能性にも注目しておく必
要はあろう。 

 

2.2 贋金つくり，「贋金つくり」，『贋金つくり』 
 つかえる贋金（犯罪）ではなく，つかえない模型（純粋芸術）として「贋金つくり」を
敢行したのが赤瀬川原平の「模型千円札」（1963年）である。氏が対象として千円札を選
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んだ以上，それは「つかわれる」ことを潜在的には含んでいたはずであるが，しかし氏が，
それを敢えて「模型」と名づけたところに，犯罪から逃れようとする消極的な姿勢ではな
く，むしろそこに敢えて踏みとどまることでしか見えてこないものを炙り出そうとする意
図が感じられることもまた事実である。実際氏は「国家権力が恐怖するものは，その権力
を奪取しようとする勢力だけではなく，このようにその権力を無視し，さらに千円札を千
円札として支配するみずからの内部の権力を放棄しようとした模型をも恐怖するのであ
る」1と述べている。 

 赤瀬川はまた，自らの模型千円札の回顧ともいえる『贋金づかい』（1988年）という小
説を書いているが，これはまたジッドの『贋金つくり』（1926年）を，明らかに方法的に
踏襲している。 

 ジッドの『贋金つくり』は，その内容よりも，同一事件を少しずつ何人もの口から語ら
せ，多角的に照明を当てることによって，読者だけに事件の全貌を伝えるというその手法
に特徴があるが，これは，一方からしか光を当てず，「現実そのまま」を読者に提示して
きた旧来のリアリズム小説に対する鋭い批判であり，「現実は常に主観的にしかとらえる
ことができない」と主張するものと，とりあえず考えることができる。作中には贋金を使
う少年たちが登場し，作中の小説家エドゥワールもまた『贋金つくり』という小説に取り
組んでいる。彼は「現実をいかに小説中に取り込むか」に悩んでおり，それを見つめる作
者ジッド自身もまた同様のテーマに悩み，執筆と並行して書きつけた『贋金つくりの日記』
まで発表するほどの思い入れを込めるのである。 
 ジッドは多数の主観を立てることで，あるいは『贋金つくり』の作家（エドゥワール，

ジッド自身）を入れ子状に幾重にも設定することで書き手の不動の場
オーセンティシティ

を揺るがし，同時に，
ホンモノを本物たらしめる 権 威

オーセンティシティ
（父，教会，貨幣）の無根拠を問うたと一応はいえる

だろう。赤瀬川の『贋金づかい』もまた同様の構造をとる。ところでそうした方法と並行
して，赤瀬川が作中かたちをかえて多用する「純粋芸術」トマソン2の意義もまた，オリジ
ナルに似せながらオリジナルの虚偽をデフォルメすることで，オリジナルそのものがじつ
はすでに贋だった，というスキャンダルを暴くことに見出されているといってよいだろう。

これは贋金つくりの主題を扱ったジッドが自覚的に採用した 紋 中 紋
ミーズ・アン・ナビーム

の手法にも共通
して見出せる。つまりジッドその人と自己相似的な存在である，主人公エドゥワールにも
『贋金つくり』という同名の小説を書かせることで，そこに自己を戯画的に投影して，自
己の方法そのものをそこで検討していくわけである。 

 
                                                   
1 赤瀬川［2001］「スターリン以後のオブジェ」（初出は 1968年）参照。 
2 「純粋階段」（四谷階段），「純粋エントツ」，「純粋ドア」など。赤瀬川［2001］参照。 
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2.3 模倣論の構図 
 ほんとうの

・ ・ ・ ・ ・
贋金つくりだけでなく，純粋芸術としての「贋金つくり」，紋中紋手法による

純粋小説『贋金つくり』，そのいずれにおいても見出しうるが，こうして再帰的あるいは自

己模倣的手続きを重ねることによってさらに明らかになるのは，模倣
ミメーシス

という方法にはまた，
それ固有の隠れた意図があるということである。第一に，自己同一性をもつはずの主体の
本質が実は外にある（唯物論的契機）。第二に，外にあるモデルを模倣し，内に取り込むこ
とでようやく主体が成立するが，このとき単なる模倣ではない独自の主体が立ち上がる（コ

ピーの独自性）。第三に，それと同時に，主体が模範とする外的モデル自体の真 正 性
オーセンティシティ

が
批判にさらされる（オリジナルの空虚）。 

 

３ 宇野理論の模倣
ミメーシス

 
 

 経済学が模倣
ミメーシス

と折り合いが悪いとするならば，純粋
・ ・
資本主義論をその基幹に据える宇野

理論にとって，ミメーシスは二重の意味で折り合いが悪いと，ひとまずは言えるかもしれ
ない。宇野弘蔵の場合，独自の価値形態論解釈とは別に，唯物史観，オリジナルとしての
イギリス資本主義，聖典視された『資本論』，素朴な科学主義，正統的マルクス主義など諸

種の「真 正 性
オーセンティシティ

」を疑い，にもかかわらず逆説的に「純粋」という方法にこだわったので
はないかと解釈できる側面がある。つまり「純粋」と同時に，一見それと折り合うはずの

ない模倣
ミメーシス

の契機が宇野理論の方法を貫いていると見ることができるのである。その意味で
は，これはアリストテレスのいう模倣

ミメーシス
ともまた単純に同一視することはできない固有の含

意をもっている。 

 ここでは，いくつかの宇野の主張を検討する中から，宇野の意図とは別にそれが密かに

含意する固有の方法を浮かび上がらせ，またそれをもとに，価値形態論をあらためて模倣
ミメーシス

と物象化という観点から，簡潔にではあるが再解釈していく糸口をつかみたい。こうした
試みを通じて，主流派経済学のみならず，マルクス経済学のなかにも暗黙に想定される自
立した「経済人」の仮説を相対化し，啓蒙主義固有のアトミズムを批判していくことがで
きると思うのである。 

 

3.1 「借用」技術と日本資本主義論争 
宇野理論は，戦前の日本資本主義論争に触発されることによって，その端緒が据えられ
たといってよいであろう。宇野はこの論争を批判することを通じて，日本資本主義の構造
を，「型」を永久化してその特殊性を言い募るのではなく（講座派），かといって普遍的な
資本の原理に還元してしまうのでもなく（労農派），それを世界資本主義（帝国主義段階）
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の共時的構造に即して把握するという，後の「段階論」に繋がる独自の分析視角を築くの
である。 

 「資本主義の成立と農村分解の過程」（1935年）で説かれたところによれば，後進国の
資本主義化は先進国で長期間を経て達成された機械制大工業を，短時日に「移植」するこ
とによって実現するのだから，その行程は先進国イギリスのようなそれとは異なったもの
とならざるを得ない。相対的過剰人口の堆積を必然的にともなう機械制大工業を，後進国
が移植することによって本源的蓄積を実現する場合には，農民層の分解が不徹底のまま相
対的過剰人口も早期に定着することになるから，日本における原始的蓄積は，一方におい
て資本主義の高度な発展を生みながら，他方において農村旧社会の分解過程を緩慢にし封
建的な小農経営の残存を強いるという特殊なものにならざるを得ない3。 

 つまりここで宇野は，日本資本主義が，西洋資本主義の成果の外的導入ないし借用
ミメーシス

の反
作用として他律的に根付いたことを強調することで，日本資本主義の自前の発展（適応）
を神話化する講座派の態度を戒めたのだといえる。 

 しかし，西洋出自の機械制大工業は，そのまま日本に定着したわけではなく（適用），そ
れが導入された時点における日本の初期条件に制約され独自に変容を被ったかたちで定着

することになろう（適用の適応
・ ・ ・ ・ ・

）。つまり「コピー」としての日本資本主義の特殊性が併せ
て強調されることで，労農派に対する批判が同時に目論まれているといってよい。 

 したがって日本資本主義を歴史的に貫く固有の実体を疑問視する視角は，さらにまた「オ
リジナル」としての西洋資本主義の「普遍性」に対する疑問視にも通じている。 

 初期に示されたこのような構図は，その後入れ子的に繰り返されているように思われる。 
 
3.2 方法「模写」説と純粋資本主義論 
労農派が日本資本主義の「後進性」を強調したとするなら，講座派はその「特殊性」を
強調しながら，実際はさらに後進的であると指摘したにすぎず，両派はいずれも単線的な
唯物史観を前提に，相対的な遅速を巡って論争していただけにすぎないともいえる。ここ
には『資本論』の論理を 19 世紀イギリスの資本主義発展史と二重写しにし，その純粋化
傾向を一般化したうえで，これを基準に日本資本主義を裁断しようとする共通の構えがあ
る。したがって「現状分析」に対する『資本論』のこうした無媒介な適用を批判するため
には，両者の間に「段階論」を挿入することで唯物史観を相対化すると同時に，『資本論』

                                                   
3 これはガーシェンクロンの「相対的後進性」の有利性認識に通じるものがある。Gerschenkron［1962］
によれば，遅れて工業化を始めた国は，先進国の技術発展の行程をただ繰り返すのではなく，先進国で開
発された技術を借用するため，その経済発展はしばしば先進国のスピードを上回る傾向がある。しかし，
技術借用を可能にする大規模投資が労働節約効果を生み，それが封建的関係を広汎に残存させる，後進国
固有の捩れた構造こそが重要である。 
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の聖典視そのものを相対化して，これを独自に再解釈していかなければならない。 

 こうして構想された純粋資本主義論もまた，19世紀中葉イギリスにおける現実の純粋化
傾向に即して抽象された理論であって，この点「何らかの主観的立場」によって「一面的
に高揚」された「無内容な純粋性」をもつヴェーバーの「理想型」とはもちろん異なる4。 
 しかし，純粋資本主義論は対象をただ模写するのではなく，現実には純粋化傾向が完成

することなく却って逆転することをも踏まえたうえで，これを分析者が方法的に模写
・ ・ ・ ・ ・ ・

する
ことによって理論を独自に再構成するのである。つまり「模写

ミメーシス
」としての純粋資本主義論

に固有の課題が強調されることで，分析者が自前に観念的抽象を行なう理念型に対してだ
けでなく，素朴唯物論としての反映論に対する批判もまた同時に目論まれているのである。 
 それは純粋資本主義論がまた，素朴な科学主義とは異なる独自の科学観を有しているこ
とからも明らかである。「方法模写説」のもうひとつのねらいは，分析対象を分析者の向こ
う側に設定してその法則性を外面的に抽出するという擬似自然科学的な方法を斥け，対象
（当事者）が，撹乱的要因を容れつつみずからこれを排除するのを分析者が再帰的にたど
り，これを方法的に模写することを通じて，資本制固有の価値法則を解明するところにあ
る。そこでは分析者自身が対象の一部をなしていることが理論に繰り込まれているのであ
る5。 

 

3.3 「適用」効果と中央銀行信用 
純粋資本主義論とはまた，市場経済ないし資本主義を批判的に描写するものであり，市
場信仰を含蓄する「自生的秩序論」と容易に混同されるべきではない。ハイエクはこの自
生的秩序論に拠りつつ，多数の銀行が自前の貨幣を競争的に発行すれば自然淘汰によって
よい貨幣だけが選択されるとする自由銀行論を展開したが，純粋資本主義論もまた，国家
ないし中央銀行のような「外的」要因を明示的に繰り込めないという自制により，自由銀
行論の主張に無自覚に与してしまう危険性を蔵している。しかし宇野自身は，バジョット
の『ロンバード街』がハイエクから自由銀行論の先駆として一面的に参照される前に，原
理論からはさしあたり離れた領域においてではあるが，自由銀行論批判の要点を損ねるこ
となくこれを翻訳している。 

 バジョットはそこで，ハイエクとは逆に，信用には競争
・ ・
的主体による選択

・ ・
をこえる，あ

る種の模倣
ミメーシス

の契機が不可欠であるとの認識を示している。すなわち，バジョットによれば，
銀行業の歴史においては，生物の進化と同様，「最初の銀行は，わが国の預金銀行業のごと
き制度を目的として，…創設 foundationされたのではなかった。それははるかに一層緊急
                                                   
4 宇野［1971］，11－47頁。 
5 宇野［1963］，98－99頁。 
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な理由〔送金業〕から創設されたのであって，創設されてからあとにそれが，…われわれ
の近代的用途に適用 adaptationされた」（Bagehot［1873］p.86）のである。さらにバジ
ョットは「ひとつの目的〔送金業〕の為に信用されて，彼らはまったく異なった目的〔預

金業〕の為に信用されることになった」（ibid.,pp.88-89）とし，信用もまた適用
ミメーシス

されると
の認識を示す6。 

 しかし預金業に必要な広範な信頼を獲得するためには，発券における信頼がさらに先行
していなければならない。「信頼の一般性」にとって「公衆の側の努力を要求しないこと」
こそが必須の条件であるが，にもかかわらず，（公衆にあえて預けることを要求する）預金
業だけではこのことは不可能で，（公衆にただ受け取ることだけを要求する）発券業にのみ

可能であることから，発券業の成果が預金業に適用
ミメーシス

されたと考えられるからである。「信
用は成長 growはするが，作り上げる constructことのできない力」（ibid.,p.81）なのであ

り，信用の成立にとって，公衆の能動的な選択ではなく，むしろ受動性
・ ・ ・

こそが必須と考え
られているのである。注目すべきことに，こうした信用の性格からして，そもそも発券業
が信用を獲得するためには，その前提としてさらに国家に対する信用がその「序曲的効果」
を果たす必要があったとも，バジョットは指摘するのである7。 

 しかし，この点に関しては，中央銀行信用は国家に対する信用をそのまま引き継いだも
のとすることができるのか8，そもそも国家に対する信用ならどうして一般的といえるのか

                                                   
6 この認識は，最初に鳥の羽が生じたのは飛ぶためではなく，保温という緊急の要請に応じるためであり，
その後，結果として飛ぶという機能に当該獲得形質が「適用」されたことを主張する古生物学者グールド
の認識に通じるものがある。グールドは単系的な「適応主義者のプログラム」に対して，自らの考え方を
「外適応」exaptationと称している（Gould［1983］訳（上）250頁）。 
7 ハイエクが洞察（競争）による貨幣選択を強調して貨幣の分散化を指向したのに対して，バジョットは
歴史過程を重視しつつ適用（模倣）による貨幣の単一化傾向を指摘したのだととりあえずはいえよう。し
かしこの点に関しては，ハイエクもまた，「競争」概念を 2つに区分することを通じて，貨幣の模倣過程
に想到している側面がある。曰く「実は二つの異なった種類の競争を明確に区別することが，とても重要
であるように思えるのだ。第一は，広く使われている一つの価値基準…が一般に受け入れられるようにな
るような競争であり，第二は，特定の呼称をもった通貨について公衆の信頼をうるための競争に関するも
のである」（Hayek［1978］p.16）。そしてハイエクは「多くの発券銀行は…，公衆の利益となるように
競争しているにもかかわらず，これらの銀行が基礎としているのと同じ商品基礎が競争によって広く使わ
れるようになるかもしれない」（ibid.,p.123）という，『貨幣発行自由化論』第一版では考慮しなかった「一
つの可能性」に想到したがゆえに，第二版を書いたと見なすこともできるように思う。なおこの点に関し
ては，ヴェブレンが，同一階級に属する他のメンバーに嫉妬心を起こさせるような比較にもとづく競争を
指摘しながら（ 競 争

エミュレーション
），他方でそれが結局はひとつだけ上の階級に対する羨望にもとづいて均一化す

る傾向がある（ 擬 態
エミュレーション

），として「競 争
エミュレー

心
ション
」の持つ二面性を指摘していることが同時に思いあわさ

れる（Veblen［1899］訳 120頁）。 
8 バジョットは，イングランド銀行券に対する信頼を君主に対する「忠誠心」に擬えている。それとは別
に『英国憲政論』（Bagehot［1867］）でバジョットは，議院内閣制の本質を〈外形（威厳的部分）／本体
（機能的部分）〉の二重性として描き，新しい本体の出現によって古い本体が外形に転じてもこの二重性
の形式自体は維持されることを「バジョットの法則」として説いている。この国家観がイングランド銀行
の二部局分割制の分析にもそのまま「適用」されていると見ることもできる。 
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9，という問題が残るのであり，これはもはやバジョットの行論を離れて，われわれが独自
に考察していかなければならない問題である。 

 こうした宇野理論が含意する諸種の論点もまた，宇野自身の意図とは別に，先に指摘し

た模倣
ミメーシス

が含み持つおおよそ三つの意味を持っていると思われる。第一に，自己同一性をも
つはずの主 題

サブジェクト
の本質が実は外にある。日本資本主義の場合は西洋資本主義に，純粋資本

主義論の場合は 19 世紀中葉イギリスの純粋化傾向に，銀行信用の場合は国家の信用に，
というように。第二に，外にあるモデルを模倣し，内に取り込むことでようやく主題が成
立するが，このとき自身の外的本質は隠されると同時に，単なる模倣ではない独自の主題
が立ち上がる。日本資本主義に特殊な二重構造，純粋資本主義論に固有の再帰的科学観，
発券業と預金業に二重化した銀行信用，というように。第三に，それと同時に，主題が模
範とする外的モデル自体の真正性が今度は批判にさらされる。西洋資本主義の普遍性批判，
純粋化傾向の一般化批判，国家の信用の自明視批判，というように。 

 こうして宇野の方法においても，入れ子状に配された異なる主 題
サブジェクト

において，あたかも
同じ構図が自己相似的に繰り返されているかのようである。そこでさらに問題を絞り込ん

で，こんどは価値形態論のレベルで，模倣
ミメーシス

について抽象的に考察してみたい。そこでは経
済的な主 体

サブジェクト
自身の模倣

ミメーシス
的性格が焦点となる。ただしその際，模倣

ミメーシス
とは一見無縁の物象

化，ないし物神性をも広く模倣
ミメーシス

と捉え，これを導入する。模倣
ミメーシス

とは，「外界への同化」と
して広く解釈できる側面があるが，能動的主体たる「経済人」の再解釈に際し，これに受

動的契機を対置しようとするとき，狭義の模倣
ミメーシス

が他者への同化を意味するのに対し，物象
化もまた，対象への同化を意味する限りで，広義の模倣

ミメーシス
と見なしうるからである。次節で

は，中央銀行信用の問題を受け継ぎ，まず信用貨幣の物神性について予備的に考察を行な
う。 

 

４ 模倣
ミメーシス

と信用貨幣の物神性 
 
4.1 行為の物象化 
物象化の今日的意義を問題にする場合，ジジェクの有名なテーゼを参照するのが有効で
ある。ジジェクは，マルクスが「商品の物神的性格とその秘密」で「彼らはそれを知らな
いが，しかし，それを行なう」（Marx［1962］S.88）と表現した物象化の機制を古典的形

                                                   
9 バジョット自身もまた，国家に対する信用の無根拠に気づいており，それが自由銀行論擁護の解釈を許
したのだとも解釈できる。宇野がバジョットのこの二面性を踏まえたうえで起訴中に『ロンバード街』を
あえて翻訳したところに「偽 装

ミメーシス
転向」を見るのは，あるいは穿ちすぎかもしれない。なお本節に関して

は，大黒［1999］参照。 
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態と見なし，現代においてはむしろ「彼らはそれを知っている，しかし，それを行なう」
というべき新たな事態が生じているという（Žižek［1989］p.29）。マルクスの与えた物象
化の機制が，無知な主体，あるいは物象の担い手に還元された主体を想定しているのに対
し，この新たな段階の物象化は，いわば醒めた主体，あるいは自由に選択できる自立した
主体を想定しているといってよい。 

 マルクスが物神性を主題的に論じたのはもとより商品交換の場面においてではあるが，
これをいま貨幣受領の場面に移し替えてみよう。貨幣が金から解放され，もはや無価値の
紙幣が恒常化するにいたった現代においては，人びとは一般的等価を金と同一視（置き換
え）するという「物象化」の磁場からは解き放たれ，無価値の紙幣を受け取らなくてもよ
い自由を，形式的には，たしかに手にしたかに見える。しかし，このとき，紙幣への不信
によってフェティシズムはたんにシニシズムに陥ってしまったのではない。実はシニシズ
ムはより一層深いレベルで「実体」への確信を伴っているのである。物象化は意識のレベ
ルからはたしかに撤退したが，行為のレベルに歩を進め，そこでより巧妙に複雑化したと
いってもよい。つまり「紙幣が無価値であることは誰もが知っている。しかし，誰も受け
取ることをやめようとはしない」というわけである。 

 もちろん紙幣流通の常態化はなんら新たな事態ではないし，同じ紙幣でも政府紙幣と信
用貨幣（さらに兌換か不換か）は同列に論じられるべきでもない。しかしさらに重要なの
は，意識における物象化を伴おうが，あるいはそこで脱物象化を済ませていようが，行為
における物象化こそは物象化のもっとも本質的な部分であり，それは物象化の新たな段階
を画するというよりは，すでに金貨幣の段階でその内奥において作動していたのではない
か，ということである。 

 

4.2 信用貨幣物神の「正体」 
 たとえば銀行券は，手形流通を基礎にもつ信用貨幣として，鋳造貨幣，政府紙幣とは異
なる独自の流通根拠をもつととりあえずはいえよう。マルクスは「銀行券の流通は，イン
グランド銀行の意志にはかかわりがないように，これらの銀行券の兌換可能性を保証する
銀行地下室内の金準備高にもかかわりがない」（Marx［1964］S.541）として，銀行券を
政府紙幣と混同する通貨主義をたしかに批判している。 
 しかしマルクスは銀行券の流通根拠を，銀行主義のように再生産過程の円滑な進行とそ
の行程に対する信仰（ibid.,S.606）に還元したわけでもない。そのことは，再生産の途絶
する恐慌時に，手形流通はたしかにだめになってしまうが「ただ銀行券だけが…流通能力
を保持している。そのわけは，国民がその富の全体をもってイングランド銀行の背後に立
っているからである」（ibid.,S.556）と，マルクスが述べていることからも明らかである。



 11 

銀行券はその最終的な流通根拠を「国民に対する信用」においていると，少なくともマル
クスの言葉から解釈することができるのである。しかしこれは「他人が受け取るから受け

取る」ということとは異なる
・ ・ ・

。 
 銀行券の流通根拠から金の兌換可能性が脱落したからといって，このことはその流通根
拠が，金の兌換可能性（もの）から将来の返済可能性（こと）に移ったわけではないこと
はもとより，他者の受領可能性（ひと）に移ったことを意味するわけでもない。信用貨幣
といえども，その流通の信用の基礎には「こと」や「ひと」の関係に絞り込むことのでき
ないある「残余」がどうしても残るのであり，ある抽象的な自己目的性（物象）が，依然
として信用貨幣の流通を牽引するのである。マルクスが「国民的信用」と述べたものの根
底には，もちろん国家に対する信用が依然控えている可能性があるが，さらにその奥に，
信用に内実を与え，物象を脱物象化するそうした事後的解釈とは独立に，先に行為の物象
化と呼んだものが，あらかじめ強固に作動している可能性があるのである。 
 われわれの明確な意図を超えたところで，その正体の掴めないままに人間の行動を牽引
するのが物象の物象たる所以だとするならば（あらかじめ明確に把握できたときもはやそ
れは物象ではない），信憑を取り付ける明確な内実の伴わないこのような「形式」的なもの
に反応してまずわれわれは信用貨幣を受け取り，その後でこの空虚を埋めようとして後か
ら様々に解釈を弄するという方が実態に近いであろう。いずれにせよ，恐慌においてすら
生き続けるこの自己目的性こそが，性懲りもなく起こるバブルの根底にもあるように思わ
れる。 
 
4.3 行為と認識のずれ 
 信用貨幣の流通を根底で支えるこのような物象は，恐慌やバブルにおいてだけでなく，
そもそも貨幣流通そのものを駆動しており，金属貨幣の段階からその作用は現れると見な
してよかろう。鋳造貨幣の流通Ｗ－Ｇ－Ｗに即して見るなら，まずＷ－Ｇにおいて，（実質
的使用価値が相対的に少ない）悪貨も，（実質的使用価値が相対的に多い）良貨も，同じ額
面において「形式的使用価値」（Marx［1962］S.104）として一様に受け取られるのであ
る。しかしＧ－Ｗにおいては，実質的使用価値の多寡が前景化し，良貨がしまいこまれて
悪貨が投げ出される。つまり悪貨のみが選択的に購買に充当される。Ｗ－Ｇにおいては形
式的使用価値（社会的威力）が，Ｇ－Ｗにおいては実質的使用価値（物理的存在）が基準
となるといってもよいし，Ｗ－Ｇにおいて形式的使用価値と実質的使用価値が未分化であ
ったのが，Ｇ－Ｗにおいて分化したといってもよいのだが，Ｗ－ＧとＧ－Ｗの分割に伴う
この貨幣流通主体の二重化は，行為と認識がずれているだけでなく，認識のうちに行為を
回収することができないことを示している。 
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まず認識があって，その後で行為がなされるという順序で事態が進行するのではなく，
行為がなされた後で一瞬遅れて認識がそれに付随する，というのが貨幣受領に限らず全て
の行為において成り立つ順序であるとするなら，意図とはその「遅れ」をカバーし，行為
と認識を架橋しようとすることから事後的にもたらされるものであり，そもそも「自発的」
意図というものは存在しないともいえる。主体とは，あらかじめ確立したものではなく，
行為と認識とのずれ（自己同一性の破綻）を埋めようとする再帰的なはたらきの中から，
他律的に立ち現れてくるといってもよい。 
この場合もまた，貨幣を無差別に受領してしまった後で，主体はようやく貨幣吟味に気
づくわけであり，そうした再帰的手続きを経て，はじめて商品経済的合理性に一元化した
「主体」像が後からあてがわれるわけである。たとえばハイエクの貨幣発行自由化論で想
定される主体は，事後的な貨幣吟味を事前に投射し，二つに分断した行為と認識を一つの
意図に縒り合わせることで良貨が悪貨を駆逐する社会を展望するのだが，これは経済主体
の実像を写し取ったものというよりは，後から仮構されたいわば規範的な「主体」であり，
実態はあくまで悪貨が良貨を駆逐する（グレシャムの法則）ところにある。中央銀行券の
前に，すでに鋳造貨幣の段階で主体を執拗に拘束するこの形式的使用価値は，行為におけ
る物象化においてその背後に想定される「実体」と密接な関係にあるといえるかもしれな
い10。  
こうして行為の物象化において執拗に残存する「物象」は，われわれの意図を超え，逆
にわれわれを外から触発するものと考えることができるとともに，内容よりは形式が，認

識よりは行為が先行していることを示唆する。このことを模倣
ミメーシス

を手がかりに，さらに価値
形態論にまでさかのぼって追跡することにしよう。それはまた，自立的主体を無条件に前
提する，古典派ないし新古典派的な貨幣生成論をおのずと相対化するものとなるであろう。 
 

５ 模倣
ミメーシス

と価値形態の展開 
 
5.1 模倣ミメーシス衝動の抑制 
5.1.1 「始原」の類似関係 
人間社会の原初的状態においては，人間はもっぱら受動的で純粋な模倣状態におかれて
いたと推測される。たとえば個人のレベルでは，人間は外界からの印象の暴力的侵入に晒
されており，外的な対象に同化しこれを模倣するように強いられていたと思われる。そこ
では相互に離れ離れの状態にある感覚と記憶とが結び付けられ，対象の間にかろうじて類

                                                   
10 物象化論と再帰的主体についての詳細は，大黒［2006a］，［2006b］参照。 
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似関係が形作られていたであろう。また，社会のレベルでは，無差別・無軌道にそれぞれ
の人間が全面的に相互模倣を繰り返しており，そこでは全面的模倣による絶対的平等性が
確保されていたかもしれない11。もちろんこれらは仮説であるが，しかし突然の恐慌のよ
うな瞬間にわれわれがみな一斉に貨幣に飛びつき，絶対的平等性についての感情を抱くこ
とからもわかるように，このような盲目的，無意識的な模倣衝動，類似関係が，通常は意
識に上ることはないが，少なくとも個人の認識の基層，社会の基層において，今もって潜
在しているに違いないという確信をわれわれはもつのである12。 

 

5.1.2 等価関係への縮減 
環境と内界とが予定的に調和している他の生物種は静的な必要―充足関係にあり，特定
の刺激に的確に反応する身体機構を生得的に備えている13。人間もまたそれ自体は外界か
らの刺激を受け止める受動的存在と考えられるが，このような身体機構に相当するものを
後天的学習によって獲得するしかなく，外界との間の埋めようのない溝につねに翻弄され
ている。内的世界と環境とが対になってはじめて統一的な全体を構成している動植物と異
なり，人間は，孤立した状態で無限の外界に晒されることで殆ど無制限の模倣衝動を外界
によって強いられているといえよう。こうして人間は外界に主導権を握られ自ら衝動の主
体となれないことに困難を感じながら，この状況を反転して，何とかして無軌道・無定形
な衝動に方向を与え，枠を嵌めることで，これを明確な意図と対象をもつ欲望としてあら
ためて整型しようとする。 

さらに文明史的には，模倣衝動に衝き動かされ類似関係に支配された共同体の段階を脱
した市場において，商品所有者は，今度は他の商品所有者とのあいだで差別化をはかろう
とする。つまり特殊な使用価値を持つ有限な自己の商品を市場に登録しなければならない
という要請が社会的にかかるのである。こうして市場においては，外的な対象と外的な他
者に対する二重の模倣衝動を抑え，他の商品所有者とは異なる明確な欲望を持つ主体とし
ての自己と，他の商品とは異なる特殊な使用価値を備えた自己の商品とが，自覚的に捉え
返されることになる。 
                                                   
11 等価にもとづく交換の前に，類似関係にもとづいて交換が組織されていたかもしれない可能性につい
ては，マルクスによっても引用されたアリストテレスの「価値形態論」が参照される必要がある。詳しく
は，大黒［2004］参照。 
12 村上［1998］は，フランクフルト学派の模 倣

ミメーシス
論を基礎に，模倣衝動の抑圧過程を理性の形成と社会

の近代化について跡付けた包括的試みである。本節自体が，氏の説に触発されながら，この模 倣
ミメーシス

論を物
象化論との関係に留意しつつ価値形態論として独自に捉え返そうとしたものであるといえるかもしれな
い。 
13 いわゆる擬 態

ミメーシス
については，A・ゲーレン『人間―その本性および自然界における位置』，K・ローレン

ツ『攻撃―悪の自然史』，W・ヴィックラー『擬態―自然も嘘をつく』などが参照されるべきである。 
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しかし模倣衝動を抑え，差異化を図ろうとする商品所有者の意図は，そのためにもまず
は「価値」という同一性への参与を潜り抜けなければならないという形で，はやくも挫折
する。差異化の要求は，あらためて同一性によって補完され，価値と使用価値のカテゴリ
ーによって規約化されて初めて実現の可能性が開かれるのであり，このカテゴリーのもと
で，はじめて無限に多様な類似関係は安定的な記号関係（反省された等価関係）へと縮減
され，それによって合目的的かつ能動的な行為の端緒が築かれるのである。 
 

5.2 自己模倣ミメーシスの閉域 
5.2.1 経済人の捏造 
人間は，自己の盲目的な模倣衝動に対して，それを後から振り返り，そのような不可視
の自己を敢えて外化して一種の自画像を組み立てなければならない宿命にある。さらに近
代人は，眼前の対象や他者にただ影響され，それらを無批判に模倣する自らの衝動そのも
のを否定的に捉え，その代わりに，特定の対象に対して明確な欲望を持つ自立的な主体と
して自画像をいわば捏造しなければならない。模倣衝動の抑圧は，もっぱら外から内へ向
かう受動的な模倣衝動を矯めて，これを内から外へと切り返し，模倣衝動を特定の方向に
向けなおそうとすることによって図られる傾向があるのである。しかしこのことによって
模倣衝動そのものがなくなるわけではない。他律的な模倣衝動は自立的個人という捏造さ
れた自画像によって糊塗されるのみであり，それどころかこの模倣衝動は，今度はもっぱ
ら自己自身を模倣する自己模倣という閉鎖的な回路に閉じ込められたかたちで発現するの
である。 
 「経済人」とは，近代人みずから描き出したこの自画像を，啓蒙化された古典派経済学
が再度忠実になぞったものともいえる。これもまた現実の自己を正当化したかたちで模倣
しようとする自己模倣の一種であり，いわば二重に美化された自画像である。そこでは自
己の持つ本当の模倣衝動は直視されず，またそのとき，模倣衝動が抑圧された上にようや
く成立しているという自己の来歴は巧妙に隠蔽される。啓蒙に固有の過去の忘却と，自身
の行為の端緒を自己自身に帰する自由意志の想定が「経済人」において顕著に認められる
のである。 

 マルクスは，社会科学において人間と社会についての自画像が描かれるとき，必然的に
自己の姿が美化され歪曲されることになると述べ，これを客観的な真の姿と見誤ることを
「イデオロギー」と見なしたが，『資本論』においてもまた，このイデオロギー批判の姿勢
は「経済学批判」というかたちで貫かれている。物象化論はそのような啓蒙主義批判とし
てさしあたりは解釈することができる。 
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5.2.2 物象化論と啓蒙主義 
啓蒙主義者が，自己と社会を幻想的に美化し，この自己イメージを現実の自己と混同し
てもっぱら自己を正当化する傾向があるとするなら，物象化論は，まず現実とイメージが
ずれているという認識を端緒に据える。物象化論においてもまた，商品経済的な合理性を
備えた商品所有者という自画像が，分析者によって冒頭で描き出されるのではあるが，こ
の場合は，現実の自己と，ある種の自我理想との懸隔を埋めようとする自己模倣の働きの
中から，われわれの自己同一性が生成するプロセスを追うことが主題となるのである。 
 その際，各々の商品所有者は，他の商品所有者とは異なる欲望と，他の商品とは異なる
使用価値とを備えた，自立した経済人という美化された自画像を一方で抱えながら，他方
では，さまざまな商品同士の偶然的な等価関係の中から浮上する「価値」という物象を，
単なる属性としてではなく，実現されるべき規範として商品のうちに埋め込むのである。 

 価値形態論の道行きは，この商品の内なる「価値」要因が外化して貨幣として凝結する
「物象化」のプロセスを追うものであるが，この物象化のプロセスはその意味では「構成
的」constructiveである。つまり，物象をあらかじめ貨幣に備わった属性と見なす「錯視」
を批判するのが啓蒙主義だとするなら，物象化論もまた，貨幣とは商品の内なる要因が外
化（投影）したものにすぎないと告発することで，脱物象化を果たそうとする啓蒙の意図
を受け継いでいるのである。再帰的行程を省いて，一挙に物象を外面的に撃つのが啓蒙主
義であるが14，物象化論もまた，物象を所詮人間の作り出したものに過ぎないと見なす限
りでは同断である。 

 しかし啓蒙主義が，自画像を組み立てるに際して，すべてを自己の意思のもとに統御で
きる主体を想定し，そこで現実の自己を自己のイメージに回収してしまうのに対し，物象
化論は，無意識のうちに進行する物象化の行程を再帰的にたどることを通じて，人間にと
って統御し切れない外的な諸契機が炙り出される可能性を，その道行きに忍ばせているの
である。物象化論は，自己模倣の閉域に追い込まれた経済人をただなぞるのではなく，こ
れをさらに再帰的に洞察することを通じて，現実の自己（行動）と，それを事後的に解釈
したモデルとしての自己（認識）とのずれに注目するのである。 

 

5.3 模倣ミメーシスの回帰 
5.3.1 他者模倣ミメーシスの復位 
近代においてはじめて登場する経済人は，外界からの影響を遮断し，自身に固有の欲望

                                                   
14 「交換過程」論でマルクスは，商品生産を永遠化しようとしながら貨幣を廃止しようとするプルード
ンや，物神性を記号あるいは人間の勝手な反省の産物とする 18世紀の啓蒙主義者を批判している（Marx
［1962］S.100,106）。 
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と自身に固有の使用価値を決然と示すことで，模倣衝動の抑制を果たそうするわけだが，
価値形態論の冒頭において呈示される単純な価値形態は，自己の檻に閉じ込められたこの
経済人固有のあり方を端的に示している。経済人は，他者と差別化された自己を積極的に
示していくことに固執するのである。 
 しかし，自立的・独創的であることを是とする経済人は，模倣衝動を抑制しようとしな
がら，他方では模倣を前提とし，さらには模倣によって支えられているのである。そのこ
とが明確に現れるのは，拡大された価値形態から一般的価値形態へのいわゆる「移行」に
おいてである。 
 相対的価値形態に立つ商品所有者は，端緒的には，他者の欲しているものを自分もまた
衝動的に欲することをいさぎよしとせず，自身に固有の欲望の所在を表明することに固執
している。しかしこのことに固執すればするほど，逆説的に，他者の欲望を参照し，さら
には他者の欲望を実際に模倣することに追い込まれるのである。 
 たとえば，リンネル所有者が上着を欲しているとき，当の上着所有者はリンネルを欲し
いとは思っておらず小麦を欲しているかもしれない。このとき，上着に対する自身の欲望
実現を貫こうとするならば，好むと好まざるとに関わらず，リンネル所有者は上着所有者
の欲望（小麦）を参照し，それを擬態し，さらにはそれを先取りすることにさえなるので
ある。このことは，自身の欲望（上着）を表現し実現する手持ちの手段が，自身の使用価
値（リンネル）にさしあたり限定されているという，極めて特殊な付帯条件によって不可
避となる。 
 それだけではない。リンネル所有者はまた，自身の商品が，いかに他の商品とは異なる
固有の使用価値をもつものであるかを示さなければならない。しかしこのことに固執すれ
ばするほど，他の使用価値を参照し，自身の使用価値の特殊性を脱色してより一般化を目
指さなければならなくなるのである。自身の商品がいかに特殊であるかを示すことは，自
身の商品がそのようなものとして，より多くの人々によって受容されることを暗黙に要求
しているのであり，より広い市場性を獲得することを暗黙に目指しているからである。そ
して，そのことがまた自身の特殊な欲望（上着）を満たしていくことにつながるからであ
る。 
 こうして商品所有者は，自身の特殊な欲望を満たそうとしてますます他者の欲望に取り
憑かれ，また自身の商品の使用価値特性を示そうとしてますます他者の欲望の対象たるこ
と（他者から模倣されること）を示していかなければならなくなる。模倣衝動を抑圧し，
自身の自立性と特殊性を示そうとすることによって，かえって，自己による他者の模倣と，
他者による自己の模倣をますます前提しなければならなくなるのである。  
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5.3.2 貨幣物神への逢着 
市民社会においては，こうしてすべての人間が自身の特性を示すことに営々と勤しみな
がら，他者もまた，自身の特性を示そうとして営々と努力していることを発見し，観察す
ることになる。模倣を斥け他者との間で差別化を図ろうとする競争が，同時に，他者に遅
れを取るまいとして，かえって模倣を目指す競争を要請してしまうのである15。 
 ただこの模倣は，「始原」に想定された無軌道かつ受動的な模倣衝動とはもはや異なり，
啓蒙された人間によるいわば反省された模倣であり，その意味では一定の方向に導かれた
意識的かつ能動的な模倣である。価値形態論は，人間が手を拱いていても自動的に進行す
る過程を物象化と見なしてこのプロセスを追うのではなく，特定の商品を等価形態に置く
という類型的行為を人間が意識的に模倣し，これを繰り返すなかから特定の商品が貨幣と
して習慣的に凝固していく過程を追うのである。その意味では，物象化論は，依然として
「構成的」主体を前提しているというほかはない。 
 しかし，外界の影響を遮断し自立的主体として想定された経済人が，価値形態の進展と
ともに，やがて他者模倣を余儀なくされ，さらには貨幣物神へと逢着することが明らかに
なるにつれて，その想定が単なる仮構にすぎなかったことが後から暴露される。それが物
象化論の真のねらいであり，物象化論は，人間の自覚的意図からはこぼれ落ちる諸契機を
丹念に拾い上げるところにその特性があるといえよう。貨幣の物神性を商品の価値要因の
外化（投影）16の結果として構成的に示そうとする試みが，内側からはとうてい辿りえな
い全き外部，たとえば先に示した行為における物象化のような「モノ」の契機の発見をも
って報いられるということもまた，物象化論の余得ではあろう。 
 
 
 
 
 

                                                   
15 模倣を避けようとする試みが，必然的に模倣を再度引き寄せてしまうという構図は，先に検討した，
ハイエクの「二つの競争」，ヴェブレンの「競 争 心

エミュレーション
」だけでなく，バジョットもまた『自然学と政治学』

（Bagehot［1872］）のなかで問題にしているように思われる。すなわち，模倣と慣習が支配する社会の
頑迷な段階（準備段階）だけでなく，討議が支配する文明化された段階（発展社会）においても，慎重な
人が軽率な人と同様に模倣的な信用に陥り，遺伝的な情熱の爆発という形で，「先祖がえり=隔世遺伝

ア タ ヴ ィ ズ ム
」

をすることがあるというのである。これはタルド『模倣の法則』（Tarde［1890］）の「群集における模倣
過程」にもなぞらえることができる。 
16 ホルクハイマー・アドルノは，反ユダヤ主義批判の文脈においてではあるが，ミメーシスが，自己を
環境に似せ，疎遠なものが身近になるのに対して，（虚偽の）投影〔物象化〕は自己に環境を似せ，内的
なものを外的なものに移し変え，もっとも身近なものにも敵の烙印を押すと指摘している
（Horkheimer/Adorno［1947］訳 293頁）。 
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᧦ߩଏ⛎ޔ߁ߣޔࠆߔ㊰化ߪᧄ⫾Ⓧ⾗ߦ߽ߣߣ経済ᚑ㐳ޔߚࠆߔૐਅ߇₸Ảޔ߈

ઙߦᵈ⋡ޕߚߞߢߩ߽ߚߒ 

 ৻ᣇޔ߶߷หᤨઍࠬࠨ࡞ࡑߩ(Malthus[1820])ޔߪਇ↢↥⊛ᶖ⾌ߩਇ⿷ࠅࠃߦẢ₸߇ૐ

ਅޔ߫ࠇߔ⾗ᧄ⫾Ⓧߩ⺃࿃߇ૐਅޔߒ経済ߪ㐳ᦼ⊛ߦṛࠍ⺑߁ߣޔࠆߔ໒ޔߚ߹ޕߚ߃

ଐሽߦ㊂↥↢ߩㆊޔ႐วߚߒ大ߦᕆỗ߇㊂↥↢ߦ߽ߣߣ大ߩ経済ޔߪࠖ࠺ࡦࡕࠬࠪ

⺞ࠆߚࠊߦ㐳ᦼߩ経済ޔߚࠆߔ↢⊑߇ᘒ߁ߣߥ߆ߟㅊߦࠇߘ߇ᶖ⾌ᚻᲑࠆߔ

ሽ߽㆑ߥ߈大ߪߦ論⼏ߩࠖ࠺ࡦࡕࠬࠪߣࠬࠨ࡞ࡑޕߚߓ論ߣࠆߢਇน⢻ߪዷ⊑ߥ⊛

น߇ߣߎࠆߡߒߣ⺑⾌ㆊዋᶖޔߪߢὐ߁ߣ㐳ᦼ⊛ṛࠆࠃߦ⿷ਇߩ⾌ᶖޔߩߩ߽ࠆߔ

⢻ޕ(1)ࠆߢ 

 ৻ᣇ࠭ࡦࠗࠤޔ㕟ߩࠞࡔࠕߣ 1930 年ઍߩ㐳ᦼਇᴫޔࠅࠃߦᛩ⾗ߩਇ⿷߇㐳ᦼṛࠍ

⿷ਇߩ⾗ᛩޔߪߊ߈大ޔߪࠄࠇߎޕߚࠇ߇論⼏ߩࡦࠕࠫࡦࠗࠤߩ⟵ᐢޔ߁ߣߔࠄߚ߽

ኦߪߚ߹භ㧔⁛ޔߣ論⼏ߩࠄ࠼࠶ࡠࡂ㧔Hansen[1941]㧕ࡦࡦࡂࠆ᳞ߦⷐ࿃ߥ⊛↢ᄖࠍ

භ㧕ߥ߁ࠃߩౝ↢⊛ߥⷐ࿃࡞࠼ࡦࠗ࠲ࡘࠪޔࠆ᳞ߦ㧔Steindl[1952]㧕ࠖ࠙ࠬ=ࡦࡃޔ

 ޕ(3)ࠆ߈ߢಽ㘃ߦ論⼏ߩޠ(2)ࡦࠕࠠ࠷ࠞޟ⻐ᚲࠄࠫ

Ⴧߩญੱޔߪ⾗ᛩ⚐┙⁛ߩ᳃㑆ߔࠄߚ߽ࠍᄌേߥ⊛㐳ᦼޔ߫ࠇࠃߦࡦࡦࡂޔߜ߁ߩߎ 

大ߩࠕࠖ࠹ࡦࡠࡈޔ大ޔᛛⴚ進ᱠޔ߁ߣ経済ᄖ⊛ߥⷐ࿃ࠅࠃߦⴕ20ޔߒ߆ߒޕࠆࠇࠊ

♿ߦੱޔࠅญჇട₸ߣ㗔⊛ᒛᷫߊߒ⪺߽ࠇߕߪዋޔߚ߹ޔߒᛛⴚߩ⊒ߪ⾗ᧄ

↪⊛ࠄ߆ߩ߽ߥ⾗ᧄ▵⚂⊛ߣ߳ߩ߽ߥォ឵ޔߚߩߘޕߚߒᛩ⾗ᷫ߇ㅌޔߒ㐳ᦼṛߩ

ะ߇ߣߚࠇ⠨ߦࠇߎޕࠆࠇࠄ߃ኻޟޔߪߡߒ経済ᄖ⊛⻉ⷐ࿃ߣᛩ⾗₸ߩߣ㑆ߩℂ論⊛㑐

ㅪ߇ޠߥߢ߆ࠄ㧔ᵻ㊁[1970] 103  ޕࠆߡࠇߐߥ߇ᛕ್߁ߣ㧕ࠫࡍ

ࠃㅦᐲߩญჇടੱ߇ㅦᐲߩᛛⴚ⊛進ᱠޔߪߢ経済ߚߒዷ⊑ޔߪߢ論⼏ߩ࠼࠶ࡠࡂޔߚ߹ 

⊛ᘟᕈߣ㊰化ߩᧄ⫾Ⓧ⾗ޔߚࠆ回ࠍ㔛ⷐ㧔㧩ᛩ⾗㧕ߩߘ߇⛎ଏߩ⫾⾂ޔࠅߥߊ߈大ࠅ

ߡࠇߐߣਈઙ߇ญჇടੱߣᛛⴚ⊛進ᱠޔߪࠇߎޕࠆߡࠇࠄ߃⠨ߣࠆߎ߇↪ਇቢో㓹ߥ

ߪᛛⴚޟޔߡߒ㑐ߦὐࠆߡߒߣਈઙࠍᛛⴚ進ᱠޔߒ߆ߒޕࠆ߈ߢಽ㘃ߦ⺑↢ᄖޔߢὐࠆ

ߡߒ⁛┙ᄌᢙޔࠈߒޕߥߪߢ⾗ᧄ⫾Ⓧߩᓥዻᄌᢙߣ⠨ޠ߁ࠈߢ߈ߴࠆ߃㧔ችፒ[1967] 

231  ޕࠆߡࠇߐߥ߇ᛕ್߁ߣ㧕ࠫࡍ

 ৻ᣇޔౝ↢⺑ޔߪ㐳ᦼṛࠍ⁛භᲑ㓏ߦ㆐ߚߒ⾗ᧄਥ⟵ߦ․ߩ⽎ߣ⠨࠲ࡘࠪޕࠆ߃

ࠇࠃߦ࡞࠼ࡦࠗ  㧔Steindlޠࠆߢࠄ߆ߚ߈ߡߒ⫾⾂ߡ߅ߦㆊޔߪߩࠆߔ⾗ᛩ߇ડᬺኅޟ߫

[1952] Introduction.ι, ㇌⸶ ߹߈߇߃ 7 ߩ⢻ജ↥↢ߣวഀߩௌ⽶ޔߦઁߩߘޔ߇㧕ࠫࡍ

↪ᐲ㧔ᠲᬺᐲ㧕ޔẢ₸߽㊀ⷐߥⷐ⚛ޔߜ߁ߩߎޕࠆߢᛩ⾗ቯⷐ࿃ࡦࠗ࠲ࡘࠪߡߒߣ

 ޕࠆߢᠲᬺᐲߣ㧕⫾⾂ߩㆊޔߜࠊߥߔౝㇱ⫾Ⓧ㧔ޔߪߩࠆߔ㊀ⷞߦ․߇࡞࠼

┹ޟߣޠᬺ↥භ⁛ޟޔߪᬺ↥ޔࠅࠃߦήߩㆊ⢻ജޔ߫ࠇࠃߦ࡞࠼ࡦࠗ࠲ࡘࠪޔߚ߹ 

⇣ࠅࠃߦࡊࠗ࠲ߩᬺ↥ᓇ㗀߽ߔ߷ߦᛩ⾗㊂߇ᛩ⾗ቯⷐ࿃ޔ߈ߢ߇ߣߎࠆߌಽߦޠᬺ↥



ߩ߽ࠆߥߊߊߦࠇࠊⴕߪ⾗ᛩߩᣂⷙޔ႐วࠆߔሽ߇ㆊ⢻ജޔߜࠊߥߔޕ(4)ࠆࠇߐߣࠆߥ

 ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣ

એޔࠄ߆ߣߎߩ経済ߩ⊒ዷߦ⁛භ↥ᬺߩᬺ↥ో߇大ߥ߈ㇱಽࠍභࠆߥߦ߁ࠃࠆ

⼏ߩߎޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃⠨ߣࠆߔૐਅ߇ᧄ⫾Ⓧ⾗ޔࠅߥߊߊߦࠇࠊⴕ߇⾗ᛩߩᣂⷙޔߣ

論ޔߪߡ߅ߦ⾓㊄₸ࠍ㜞ߢߣߎࠆᠲᬺᐲ߇㜞߹ޔࠅ⚿ᨐߡߒߣẢ₸߇ߣߣࠆߔ

 ޕ(5)ࠆ߽ߣߎࠆࠇ߫ߣ⺑⾌ㆊዋᶖޔߚࠆߔሽ߇〝経߁ߣࠆߔᧄ⫾Ⓧ߽⾗ߦ߽

භ⾗ᧄ⁛ޔߢߣ߽ߩᓇ㗀ߩ࡞࠼ࡦࠗ࠲ࡘࠪߣࠠ࠷ࠞޔߪࠫࠖ࠙ࠬߣࡦࡃޔߚ߹

ਥ⟵ਅࠆߔ↢⊑ߢ(6)߇ๆޔࠅࠃߦߣߎࠆߥߊߊߦࠇߐ経済ోߩⒿ₸߇ૐਅޔߒ経

済ߪṛߣࠆߔ論ޕߚߓᓐޟޔ߫ࠇࠃߦࠄ⁛භ⾗ᧄਥ⟵ߪ⥄Ꮖ⍦⋫⊛ߣࠆߢࡓ࠹ࠬࠪߥ

ߟ߽ࠍะߔߺ↢ࠍߩߊᄙߔ߹ߔ߹ޔߪߩߘޕߥ߈ߢߪߣߎࠆߌㆱࠍ論⚿߁

ᛩߣ⾌ᶖߥᔅⷐߦߚߩㆇⴕߥ࠭ࡓࠬߩࡓ࠹ࠬࠪޔߜࠊߥߔޔๆߩࠆߔჇ大ޔ߇

භ⾗ᧄ⁛ޔߚߥࠇߐ↥↢ߪߥࠇߐๆޕߥ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃ਈࠍߣญߌߪߩ⾗

ਥ⟵ߩᱜᏱ
㧚㧚

⸶㇌ ,Baran and Sweezy[1966] p. 108)ޠࠆߥߦߣߎ߁ߣࠆߢṛߪᘒ⁁ߥ

134  ޕ(ߓએਅหޕ⪺றὐේޕߚߒㆡቱᄌᦝ߇ᒁ↪⠪ߟߟߒߦෳ⠨ࠍ⸶㇌ߪ⸶ޔߒૉޔࠫࡍ

ޔᄁദജ⽼ߩડᬺޔ⾗ᛩߣ⾌ᶖߩᧄኅ⾗ޔߡߒߣᣇᴺࠆߔๆࠍޔߪࠄᓐޔߒߛߚ

ᐭޔァ࿖ਥ⟵ߣᏢ࿖ਥ⟵߇ሽ߽ߣߎࠆߔᵈᗧޕࠆߡߒ 

ࠆࠁࠊ㧔ࠆ߈ߢታࠍ経済ᚑ㐳㜞ޔߢߣߎࠆߔ⸽ࠍ㜞⾓㊄ޔߪࠄ߆論⼏ߩࠄࠇߎ

⾓㊄ਥዉဳᚑ㐳㧕ߣ⚿論ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔᱧผ⊛ߩߎޟޔߪߦਥᒛߩߡߴߔޔߪᎿᬺ⻉࿖

第ߩ 2 ᰴ大ᚢᓟߩߦᄙዋ߽ߣࠅߥޟߚߡࠇߐද⺞⊛⾗ᧄਥ⟵ޠ(co-operative 

capitalism)ߩᩇ⍹ޔࠅߢ㤛㊄ᤨઍߩⅽ⸃߹ߢᏀ⠢ߩ╷߮ࠃ߅経済学ߣਛᏀᵷࠇߘߩ

⸶㇌ ,㧔Marglin and Bhaduri [1990] p. 154ޠߚߡߖߐធวࠍߣ 168  ޕ㧕ࠫࡍ

1970ޔߪߢ論⼏ߩߎޔߒ߆ߒ 年ઍએ㒠ⷰߦኤޟޟޔߚࠇߐ⾓㊄ࠪߩࠕࠚࠍߚߞᚑ㐳

㧔ᳰ↰[2006] 53ޠታߚࠇߐቯဳ化߁ߣޠૐਅߩ₸ ޔߚߚߞ߆ߥ߈ߢ⺑ࠍ㧕ࠫࡍ

᭽ߥޘᡷ⦟߇⹜ޕߚࠇࠄߺ 

ᴉṛ߇㔛ⷐޟޔ߽ߢߺ⚵ᨒߩࡦࠕࠫࡦࠗࠤࠝࡀߚߒߣ೨ឭࠍଔᩰ⺞ᢛቢోⒿޔߕ߹

⾗ᛩߪડᬺߦߚૐ߇Ảޕૐߪታ⾰Ảߊ㜞ߪ㧔ਛ⇛㧕ታ⾰⾓㊄ޔߪߦ߈ߣࠆߡߒ

⸶㇌ 㧔Rowthorn[1981]ޠࠆߔṛߪ経済ޔߕߖߣ߁ࠃߒࠍ 1~2 ࠃߦᒁ↪⠪ߪ㧔㧕ౝࠫࡍ

ࡦࠕࠫࡦࠗࠤࠝࡀߥ߁ࠃߩߎޔߒߛߚޕࠆߢน⢻ߪߣߎࠆߔ⺑ࠍṛޔ߃ߣ㧕ࠆ

㧔ᳰ↰[2006] 52ޠࠆߔⷐࠍᘒ⁁ߩቢోⒿേߡߒߣ大೨ឭޟޔߪ࡞࠺ࡕ ṛ論ޔߚ㧕ࠫࡍ

 ޕߥࠄߥߪߦ⺑ߩታߚࠇߐቯဳ化ߩߎޔ߽ߡߞߪߢᩮߩߟ৻ߩ

৻ᣇޔนᄌ⊛ߥⒿ₸ࠍ೨ឭߚߒߣߢቯဳ化ߚࠇߐታࠍ⺑ࠆߔߣ߁ࠃߒ⹜ߒߣߺ

⼏ߩ࠼ࡃߣࡦࠣࡑߚߒቯุࠍὐ߁ߣߔࠄߚ߽ࠍ⾗ᛩߥ⊛ㅊട߇ߩ₸Ⓙޔߡ

論㧔Marglin and Bhaduri [1990]㧕ޔߣ㑆ធഭߺ⚵ࠍㄟࡦ࠰ࡠߛࠎ㧔Rowthorn[1981]㧕ޔ

 ޕ(7)ࠆࠇࠄߍ߇࡞࠺ࡕߩ㧔Lavoie[1995]㧕ࠕࠜࡧ

ߣߔ߈ᒁࠍ⾗ᛩߥ⊛ㅊട߇ߩ₸Ⓙޟޔ߫ࠇࠃߦ࠼ࡃߣࡦࠣࡑޔߜ߁ߩߎ 

ޠߥ߃ߐߢࠬࠤߥ߁ߘࠅߎߦߊߣߚ߹ޔߒߥߪߢߩ߽ߥ߆⏕ߡߒߞߌޔߪߣߎ߁



㧔Marglin and Bhaduri [1990] p. 168, ㇌⸶ 183 ࠅࠃߦߩࠕࠚ㊄ࠪ⾓ޔߚ㧕(8)ࠫࡍ

Ⓙ₸߇ޔ߽ߡߒߣߚߒᚑ㐳₸ߪჇടޔ߿ࠬࠤߥߒㅒᷫߦዋߎࠆ߇ࠬࠤࠆߔ

 ޕࠆߡࠇߐ␜߇ߣ

 ৻ᣇޔ࿕ቯ⊛ߥ㑆ធഭ(9)ߩሽࠍ⠨ᘦߦޔߣࠆࠇૐⒿ₸߇㜞⾓㊄ࠪࠄߚ߽ࠍࠕࠚ

႐ߚߒૐਅ߇ታ⾰⾓㊄ࠅࠃߦⷐ᳞ߩ₸ࡊ࠶ࠕࠢࡑߥㆊߩડᬺ⠪ޔߢߎߘޕࠆ߃ߣߔ

วޔ㔛ⷐߩૐਅߦ߽ߣߣⒿ₸߇ૐਅߡߞࠃߦࠇߘޔߒૐᚑ㐳₸ߣ㜞⾓㊄ࠪ߇ࠕࠚห

 ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ߇ࠬࠤࠆߎߦᤨ

 ṛߩේ࿃ޔߪ೨⠪ߪߡ߅ߦ࡞࠺ࡕߩਥߦታ⾰⾓㊄ߩჇടߦߩࠆߢኻޔߒᓟ⠪ࡕߩ

ߡߞߦડᬺ߇ᗧᕁቯᮭߥਥⷐߩᚲᓧಽ㈩߁ߣ₸ࡊ࠶ࠕࠢࡑޔߪߡ߅ߦ࡞࠺

ߩ⸂ࠆߔኻߦ㑐ଥߩᚲᓧಽ㈩ߣ㐳ᦼṛޟޔߪ㆑ߩᣇะᕈߩߎޕࠆߡࠇࠄ᳞ߦὐࠆ

⋧㆑ߡߒߣᶋ߮߆ޠࠆߥߦߣߎࠆ߇㧔ᳰ↰[2006] 65  ޕ㧕ࠫࡍ

ኦޔਇቢోⒿേ㧔ᢙ㊂⺞ᢛ㧕ޔߪߦ⊛ၮᧄޔߪ論⼏ߊᒁࠍ⼆♽ߩࡦࠕࠠ࠷ࠞޔߩࠄࠇߎ 

භ⊛Ꮢ႐᭴ㅧ㧔ࡊ࠶ࠕࠢࡑේℂ㧕ޔౝ↢⊛⽻ᐊଏ⛎ޔ⁛┙ᛩ⾗㑐ᢙߩߤߥቯߩߘࠍ೨ឭ

 ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎ߁ߣࠆߡ߅ߦ

ޔోߪℂ論ߩࠄࠇߎޔࠄ߇ߥߒ߆ߒ  ޕࠆߢℂ論ߥࠢ࠶ࡎ࠼ࠕߥߚᜬࠍ␆ၮ⊛ࡠࠢࡒߡ

ࠆߢਇนㆱߪߦⴕὑ߁ߣ⾗ᛩޔߩߩ߽ࠆߔ⋠ᵈߦ⾗ᛩޔߪ論⼏ߩࡦࠕࠫࡦࠗࠤޔߚ߹

ෂ㒾ㅛჇߩࠠ࠷ࠞޔߪߢએਅޔߢߎߘޕߥߡࠇࠊⴕߪ論⼏ߩߡߟߦෂ㒾ᕈߩߕߪ

ᛩߡࠇߦ⠨ᘦߦ⊛␜ࠍน⢻ᕈࠆߔ⎕Ṍ߇ડᬺ⠪ࠅࠃߦᄬᢌߩ⾗ᛩޔ(10)߈ߠၮߦේℂߩ

⾗ⴕേࠍቯᑼ化ޔߢߣߎࠆߔṛ論ࡠࠢࡒߦ⊛ၮ␆ࠍਈࠍߣߎࠆ߃⹜ޕࠆߺ 

 એਅޔ第 2 ቯᑼ化ࠍ࡞࠺ࡕߥ⊛ၮᧄߩߡߟߦᛩ⾗ⴕേߚߒ⠨ᘦࠍน⢻ᕈߩ⎕Ṍޔߢ▵

第ޕࠆߔ 3 ⾉ޔߊߒ╬ߣ₸㗍㊄ሶ߇₸ሶ⾉ޔߚ߹ޔߡߒቯࠍⓠㅛᷫޔߪߢ▵

㊂ߕࠄࠃߦ৻ቯߣࠆߢቯޔߡߒ第 2 ೋᦼ߇₸⾗ᦨㆡᛩޔᨐ⚿ߩߘޕߊ⸂ࠍ࡞࠺ࡕߩ▵

ޔࠅߥߦ߆߿✭ߪᧄ⫾Ⓧ⾗ߦ߽ߣߣዷ⊑ߩ経済ޔߜࠊߥߔޔࠆߔㅛᷫߦ߽ߣߣჇ大ߩ↥⾗

経済ߪṛޕࠆࠇߐ␜߇ߣߎࠆߔ 

 ᰴޔߦ第 5ޔ4 ޕࠆߔቯߣࠆߔჇ大ߦ߽ߣߣ㊂⾉߇₸ሶ⾉ޔߦ⊛ታࠅࠃޔߪߢ▵

第ޔߕ߹ 4 ߇₸⾗ᦨㆡᛩ߽ߢ႐วߩߎޔᨐ⚿ߩߘޕࠆ߃⠨ߡߟߦࠬࠤߩⓠ৻ቯߢ▵

第ޕࠆࠇߐ␜߇ߣߎࠆߔㅛᷫߦ߽ߣߣჇ大ߩ↥⾗ 5 ႐ߩ႐ว߽ⓠ৻ቯߩⓠㅛᷫޔߢ▵

วߣหߓ⚿論߇ᚑ┙ޕߔ␜ࠍߣߎࠆߔᦨᓟޔߦ第 6 ߟߦᗧߩ╷ߣ論⚿ߥ⊛⚂ⷐߢ▵

 ޕࠆߴㅀߡ

 

㧞㧚ߩ࡞࠺ࡕቯᑼ化 

 ೋᦼᤨὐߢડᬺ⠪߇ࠆߔ⽻ᐊ⾗↥ࠍ 0y ޔߪડᬺ⠪ޔߡ߅ߦᦼߩߎޔߒߣ kߌߛ
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6㧚⚿論 

 ᧄⓂޔߪߢ㒢ቯ⊛ߦࠬࠤߥ㒢ߚߞ⼏論ޔ߇ࠆߪߢ⎕Ṍߩน⢻ᕈࠍ⠨ᘦߦߡࠇᛩ⾗

㑐ᢙࠍቯᑼ化ޔߢߣߎࠆߔㆊዋᶖ⾌⺑⊛ṛ論ࡠࠢࡒߦ⊛ၮ␆ࠍਈ߇ߣߎࠆ߃น⢻ࠆߢ

 ޕߚࠇߐ␜߇ߣߎ

น⢻ᕈࠆߔ⎕Ṍࠅࠃߦᄬᢌߩ⾗ᛩޔߜࠊߥߔޕࠆߢߩ߽ߥ߁ࠃߩએਅߪ論⚿ߩߢߎߎ 

⊑ߩ経済ޔ߫ࠄߥࠆߔዋᷫߦ⊛ኻ⋦߇ᶖ⾌㊂ߥᔅⷐࠅࠃߦჇ大ߩ↥⾗ޔߪડᬺ⠪ߚ߃⠨ࠍ

ዷ㧔ޔߜࠊߥߔೋᦼᤨὐߩ↥⾗ࠆߌ߅ߦჇ大㧕ߦ߽ߣߣᛩ⾗㊂ࠍ⋧ኻ⊛ᷫߦዋޕ(18)ࠆߖߐ

ᜬࠍᕈᩰߥ⊛⾌ᶉޔߦㅒޕࠆߥߦ߆߿✭ߪㅦᐲߩᧄ⫾Ⓧ⾗ߡࠇߟߦዷ⊑ߩ経済ߦߚߩߘ

ޔࠆߔᧄ⫾Ⓧ߽ᵴ⊒化⾗ޔ߫ࠇߔჇടߦ⊛ኻ⋦߇ᶖ⾌㊂ޔߡߞࠃߦߣߎࠆࠇࠊⴕ߇⾌ᶖߟ

 ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎ߁ߣ

ṛޔߚ߹ޕࠆߢ⊛ࡦࠕࠫࡦࠗࠤߢὐࠆߡߒቯࠍᛩ⾗㑐ᢙ┙⁛ޔߪ論⼏ߩߢߎߎ 

⼏߁ߣࠆߔṛࠅߥߣේ࿃߇⥄ࠇߘዷ⊑ߩ⟵ᧄਥ⾗ޔߊߥߪߢߩ߽ߥ⊛↢ᄖߪේ࿃ߩ

論ޔߚࠆߢౝ↢⺑ߦಽ㘃ޔߚ߹ޕࠆࠇߐᶖ⾌㊂ߩ⋧ኻ⊛ᷫߥዋ߇ṛߩේ࿃ߣࠆߥߦ

 ޕࠆߡߒㅢߣ⺑⾌ㆊዋᶖߩࠄࠫࠖ࠙ࠬ=ࡦࡃ߿(19)ࠬࠨ࡞ࡑޔߢᗧ߁

ኦߪߚ߹ᄌ化㧔⁛භߩᏒ႐᭴ㅧޔ߇⺑ߩࡦࠕࠠ࠷ࠞࠄࠫࠖ࠙ࠬ=ࡦࡃޔߒ߆ߒ 

භߩ進ⴕ㧕ߦᵈ⋡ߦߩࠆߡߒኻߩߢߎߎޔߒ⼏論ޔߪᛩ⾗߁ߣⴕὑ߇ᧄ⾰⊛ߦᜬ

 ޕࠆߡߞߥ⇣߇ὐࠆߡߒ⋠ᵈߦෂ㒾ᕈߩ⎕Ṍࠆߡߞ

 ᦨᓟޔߦ╷⊛ߥᗧߡߟߦ⼏論ޕߚߒㆊߩṛ論ߩਛࠝࡀࠄ߆ࠬࠨ࡞ࡑޔߪߢ

ޔߚߚ߃⠨ߣዋᷫߩẢࠍේ࿃ߩૐਅߩ࿃⺃ߩᧄ⫾Ⓧ⾗ޔߪ⼆♽ߊ⛯ߣ߳ࡦࠕࠫࡦࠗࠤ

ẢࠍჇߦߚߔ߿ᐭᡰࠍჇࠍߣߎߔ߿ⷐ⺧ߦࠇߘޕ(20)ߚߒኻࠄ߆ࠖ࠺ࡦࡕࠬࠪޔߒ

ઍࠆߚ߳ࡦࠕࠠ࠷ࠞߩવ⛔ޔߪታ⾰⾓㊄ߩᒁ߈ࠆࠃߦߍ㔛ⷐߩჇടࠍ㊀ⷞޕ(21)ߚߒ 

৻ᣇޔᄖ↢⊛ⷐ࿃ࠆࠃߦṛࠍਥᒛߩߘޔߪࡦࡦࡂߚߒኻ╷ޔߡߒߣᛩ⾗ߩᔅⷐ



ᕈޕߚ⺑ࠍᓐޟޔߪ⑳⊛⾗ᧄਥ⟵経済ߣ␠会ਥ⟵経済ޠ࠼࠶ࡉࠗࡂߩ㧔Hansen[1941]p. 

401, ㇌⸶ 446 ᶖᚲᓧߪߚ߹ᚻᲑ↥↢ޔࠅࠃߦ”dual economy”ࠆߢᒁ↪⠪⸶㧕ޔࠫࡍ

ޔ”dual production economy”ߪ೨⠪ޔߜ߁ߩߎޕߚߒឭ໒ࠍߣߎࠆߔ⒟ᐲ␠会化ࠆࠍ⾌

ᓟ⠪ߪ”dual consumption economy”ߣ߫ޕ(22)ࠆࠇ 

㔛ⷐߪߦߚࠆߔๆࠍޔߪࠫࠖ࠙ࠬ=ࡦࡃޔ߇ߥߪߢ論⼏ߥ⊛╷ޔߚ߹

ߥᄁᛛⴚ⽼߿ߍଔᩰᒁਅ߫߃ޔߪߡߒߣᣇᴺߩߚߩߘޕߚߒߣࠆ߇ᔅⷐࠆߔೝỗࠍ

ߩߚࠆߔೝỗࠍ㔛ⷐޔߦ߁ࠃߓหߣᄁᛛⴚ⽼߿ߍଔᩰᒁਅޟޔ߫ࠇࠃߦࠄᓐޔ߇ࠆ߇ߤ

࠺ࠗޔ᭴ㅧߩജᮭޔࡦ࠲ࡄߩኂࠆߊߠᒻࠍ⾰ᧄߩභ⾗ᧄਥ⟵␠会⁛ޔᣇᑼ߽ߩઁߩߘ

 Baran and Sweezy [1966])ޠࠅ߇ߣߩ߽ߥ߈ߢߣߩ߽ࠆ߈ߢ┙ਔߣ⟂ߩࠡࡠࠝ

p.111, ㇌⸶ 138  ޕ(23)ࠆߡߒߣࠆࠇߐೝỗ߇㔛ⷐߺߩߢᣇᴺࠆ߁ߒ┙ਔޔ(ࠫࡍ

 ᧄߩ࡞࠺ࡕ╷⊛ᗧߦߩ߽ߩࠫࠖ࠙ࠬ=ࡦࡃޔߪㄭࠊߥߔޕࠆߡߞߥߣߩ߽

ޔߒߛߚޕࠆࠇࠄ߃ᛥࠍ㊰化ߩᧄ⫾Ⓧ⾗ߣṛޔ߫ࠇࠇࠊⴕ߇⾌ᶖߟᜬࠍᕈᩰߥ⊛⾌ᶉޔߜ

ߢડᬺ⠪㧔⾗ᧄኅ㧕ߪਥ߁ⴕࠍ⾌ᶉޔߚߚߒ⋠ᵈߦๆߩߪࠫࠖ࠙ࠬ=ࡦࡃ

ޔߪߢ࡞࠺ࡕᧄޕࠆߡߞߥ⇣ߪߣ࡞࠺ࡕᧄߪὐߩߎޔ߇ࠆߡࠇࠄ߃⠨ߣࠃ߽ߡߊߥߪ

ડᬺ⠪ߩᶖ⾌߇ᛩ⾗ቯߦᓇ㗀ߣߔ߷ࠃ߅ࠍ⠨ޔߚࠆߡ߃ᶉ⾌ࠍⴕ߁ਥߪડᬺ⠪ߢ

ࠍ⾰ᕈߥ߁ࠃࠆߔઍⴕࠍ⾌ᶖࠆࠃߦડᬺኅ߇ࠇߘޔߪ⾌ᶖࠆࠃߦᐭޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥ

ᜬߦᤨߟ㒢ޔࠅṛࠍᛥߣࠆ߈ߢ⠨ߩߚߩߘޕࠆࠇࠄ߃ᣇᴺޔߡߒߣᐭߩᶖ⾌ߩ⽷

Ḯࠍᅍ૽ຠߦኻࠆߔᶖ⾌⒢ࠆߔߦᔅⷐࠍߣߎࠆ߇ᗧߣࠆߡߒᕁޕࠆࠇࠊ 
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Abstract 
 

Firm can be regarded as a relational production in which different individual productions are 

organized to process tasks necessary for producing outputs. One of key characteristics of 

modern firms is that firms have to efficiently process a large quantity of different types of 

tasks. This is done through setting up formal and informal internal institutions to coordinate 

agents’ individual and relational productivity. Since different institutions require different 

alignment of productivity, both formal and informal institutions may coexist and complement 

each other in the firm. 
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1. Introduction 
 

Most studies on internal structures of the firm are concerned with either hierarchy or team 

(Hart and Moore, 2005, Maskin et al. 2000, Radner 1993, Williamson, 1985). In recent years, 

some of new types of hybrid organizational structures sharing characteristics of both hierarchy 

and team appear and attract increasing attention of researchers such as Harris and Raviv (2002) 

and Zenger (2002). But little attention has been put to the relationship between hierarchy and 

team although within a firm especially a modern firm both hierarchy and team always coexist. 

In a firm, hierarchy can be regarded as a formal institution of authority because once 

being established hierarchy is relatively stable, exists in a relatively long period, and 

formalizes agents’ relationship. Team, however, is an informal institution of communication 

because most teams are temporarily built or even spontaneously formed, and do not regulate 

most agents’ behavior. Barnard (1938) argues that informal organization enhances 

communication and maintains cohesiveness in formal organization. In this paper, we follow 

 



Barnard and try to explain the complementary relationship between informal institutions and 

formal institutions in a firm. 

We regard the firm as an organization conducting relational production in which different 

individual productions are integrated. Each individual production is conducted by economic 

agents endowed with individual productivity in the market independently. Under some 

conditions such as investment or learning, agents can acquire relational productivity by which 

different individual productions may jointly produce some other product and thus form a 

relational production. Outputs of individual productions become intermediate products of 

relational production. The allocation of individual productivity and relational productivity 

may vary among different agents and it is essential to secure both individual productivity and 

relational productivity in order to achieve the maximum outputs of relational production. 

Different institutions such as ownership, hierarchy, and team represent certain alignment of 

agents’ productivity. If it is necessary to process different tasks and different institutions bring 

different outputs to different tasks, the organization design is to introduce an institution or a 

set of institutions to maximize total outputs of relational production. 

Approaches in present literature mainly include studies from information processing 

emphasizing how to optimize information processing time (Marschak and Radner 1972, 

Radner 1993, and Bolton and Dewatripont 1994), incentives dealing with delegation between 

principle and agent (Aghion and Tirole 1997, Baker et al. 1999, and Rajan and Zingales 2001), 

and decision making based on idea screening (Sah and Stiglitz 1986, Hart and Moore 2005). 

In order to compare team with hierarchy, we simplify Hart-Moore model by considering only 

two agents in a decision making process and focus on the authority nature of hierarchy and the 

communication nature of team. We compare possible output of hierarchy and that of team in 

different decision making environment and analyze in what condition a team/hierarchy may be 

set up. By building relationship between agents’ productivity and the design of internal 

institutions, our analysis sheds light to some basic principles of organization design and 

suggests an endogenous approach to organization study based on productive nature of 

economic agents. 

The paper is organized as follows. In the next section, we discuss the production nature of 

the firm. In the third section, we analyze different internal institutions of the firm. In the 

fourth section, we analyze how different institutions complement one another. We draw some 

conclusions in the final section. 

 

 

2. The Firm as a Relational Production 
 

 



Economic agents are endowed with certain individual productivity ( ) and therefore are 

able to conduct individual production. When agents input the same level of productive efforts, 

outputs are determined by their productivity level. Different agents conduct different 

individual productions in the market and an agent’s individual productivity represents how 

well she understands the market she is operating in as well as how good the quality of her 

product is. 

IP

Firm, in our analysis, is regarded as a relational production composed by different 

individual productions. When there is such a technology or innovation enabling the 

combination of two or more individual productions, thereby generating more outputs than the 

sum of the outputs of individual productions, a relational production may be set up. Outputs of 

each individual production become intermediate products and individual productions become 

intermediate processes in such relational production. The technology can be represented by a 

set of relational productivity ( ) of each agent, measuring how much an agent masters the 

technology and describing specific interdependent productive relationships among individual 

productions within a relational production. An example is shown in figure 1. Two agents 

RP

x  
and , who originally operate individual productions y X  and respectively, are involved in 

a relational production. In this case, agent 

Y

x  has higher relational productivity ( xRP ) but 

lower individual productivity ( xIP ); On the contrary, agent  has higher individual 

productivity ( ) but lower relational productivity ( ). 

y

yIP yRP

 

 

Figure 1. Individual Production and Relational Production 

 

The production nature of a firm is to process different tasks that enters the firm. Tasks 

such as to secure investment necessary for acquiring the technology, to make decision on 

production strategy and to design production process are essential to the final outputs of the 

firm. Different tasks do not necessarily occur or enter the firm simultaneously and often can 

be organized into different phases as figure 2 illustrated. 

 

 



 
Figure 2. A Relational Production Process 

 

Such relational production can be explained by the following example. Let’s suppose x  
is an engine maker and  is a carriage maker.  may know more about carriage market 

than 

y y

x  knows about engine market or vise versa. If there is a new technology by which 
automobile production is possible, x ’s individual production and ’s individual production 

may become relational and an automobile company composed by 

y

x  and  may be set up. 

However with regard to different phases of automobile production, different agents’ individual 

productivity and relational productivity may play different roles. With regard to the 
production strategy of what types of cars are to be built, 

y

x  and  may have different ideas 

and the one who has more knowledge of automobile technology may come up with better 

ideas; on the other hand, the one who knows more about the market she is operating in may 

bring out more ideas. Thus in the decision phase, relational productivity may determine the 

value of each idea while individual productivity may determine the probability of coming up 

with an idea. Once a production decision has been made, each agent’s individual productivity 

determines the quality of intermediate product she is producing and further affects the quality 

of the final product.  

y

One of characteristics of modern firms is that firms are confronted with more complicated 

demand and more and more individual productions are involved in a relational production. 

Therefore as Barnard has pointed out that the key issue modern organization is confronted 

with is to efficiently build cooperation in a world of complexity (Barnard, 1938), how to align 

individual productivity and relational productivity in each phase of task processing becomes 

essential to the efficiency of a firm. 

 

 

3. Hierarchy vs. Team 
 

In decision making phase, the key issue is to choose the right idea of how to conduct each 

task entering the firm. This may turn to be complicated when a firm is confronted with more 

and more tasks that require different cooperation of individual productions. In order to 

optimize decision making in a firm, agents should be organized in the way such that the idea 

by following which the maximum outputs can be achieved can be chosen. In modern firms, 

this is always realized in two ways. One is authority flow of a hierarchy; the other is 

communication of a team. Hierarchy emphasizes the authority an agent holds over other 

 



agents. Once decision making is done through hierarchy, ideas are chosen following authority 

sequence. On the contrary, team emphasizes communication and interaction of agents. 

Decision making becomes team work. Both hierarchy and team can be observed in many firms 

and some tasks are dealt by hierarchies and some others are dealt by teams. 

 

3-1. The Model 

For sake of simplicity, we consider a firm consisted of two individual productions of X  
and  which are conducted by agent Y x  and  respectively. Each agent has certain level of 

individual productivity ( ) and relational productivity ( ). In order to generate output, 

individual productions are organized in order to complete some tasks. Each agent is capable of 

thinking of ideas of how to conduct tasks. We make the following assumptions. 

y

IP RP

ASSUMPTION 1. In order to complete a task , iG 1{ ,..., }iG G Gn∈ , an idea i
jE ,  

of how to organize different individual productions is necessary. Both 

{ , }j x y=

x  and  are capable 

of thinking of ideas independently or jointly. 

y

ASSUMPTION 2. If an agent has an idea for a task , the idea iG
i
jE  may generate 

potential output i
jv , determined by the agent’s relational productivity. Agents with higher 

relational productivity generate ideas with higher value. 
ASSUMPTION 3. When two agents think of ideas for a task  jointly, the idea iG

i
xyE  

may generate output i
xyv  higher than any of i

jv . 

This is the assumption for team synergy. 
ASSUMPTION 4. For a task , each agent is capable of generating an idea with 

probability 
iG

( )ip G , . The probability is determined by agents’ individual 

productivity. Agents with higher individual productivity will more possibly come up with 

ideas. 

( )0 ip G< 1<

ASSUMPTION 5. It is more likely that an agent can yield ideas when she works alone. 

This is the assumption for specialization. 

ASSUMPTION 6. If two or more ideas are generated regarding one task, only one idea 

can be chosen. An idea can be generated and chosen either by a hierarchy or by a team. 

DEFINITION 1. HIERARCHY. A hierarchy H  is a multi-layer authority flow 

determining the order of priority of decision rights. The higher layer an agent is located in, the 

higher priority her decision is of. Each agent thinks of ideas independently. The agent at the 

top of a hierarchy can always implement her idea if she has one and the agent at the bottom 

layer of a hierarchy can only implement her idea when no one in upper layers has any idea. 

Those who appear in the same layer have the same authority. A hierarchy dissipates when 

nobody holds authority over the others. 

DEFINITION 2. TEAM. A team  is a single layer communication structure in which T

 



all decisions are made collectively. Nobody has authority over the others. In a team, all agents 

work together to think of ideas for tasks. An agent can and only can implement her idea when 

no other agents in the team have any idea. 

We illustrate the hierarchy and the team in figure 3. 

 

 

Figure 3. Hierarchy and Team 

  

ASSUMPTION 7. The purpose of setting up a firm is to maximize the output. 

Therefore, if ideas are screened under a hierarchy in which agent  is superior to agent 

, the output 

a

b H
iV  of hierarchy with respect to task  can be written as iG

( ) [1 ( )] ( )H ab i i
i a i a a i b iV p G v p G p G− = + − bv

ap p

i ab

i

 (1) 

(1) indicates that if  has an idea or both  and  have ideas, a ’s idea will be chosen 

because  has authority over . ’s idea will only be chosen when  does not have one. 

On the other hand, ideas can be generated collectively in a team. For sake of simplicity, we set 

the probability when a team work can generate an idea is  and the output  of 

team with respect to task  can be written as 

a a b

a b b a

(.) (.)b
T
iV

iG

[1 ( )] ( ) [1 ( )] ( ) ( ) ( )T ab i i i
i b i a i a a i b i b a i bV p G p G v p G p G v p G p G v− = − + − +  (2) 

where  represents the value of the idea generated by team work of  and . (2) 

indicates that when agents work together to think of ideas for a task the one all agents agree 

on will be chosen, single agent’s idea will be chosen only when others do not have one. 

i
abv a b

 

3-2. Choice between Hierarchy and Team 

PROPOSITION 1. In an optimized hierarchy, agents with higher productivity are always 

in higher layers than those with lower productivity. 

Proof. From (1) we have 
( ) ( ) ( )H xy H yx i i H H

i i x y x i yV V v v p G p G− −− = −  

Let x ’s productivity is higher than ’s, then from assumption 2 we have y i i
x yv v>  and 

H xy H yx
i iV V− > − . Therefore the hierarchy where the agent with higher productivity ( x ) is 

superior to the agent with lower productivity ( ) dominates the other one where  is 

superior to 

y y

x . Q.E.D. 

Proposition 1 explains the basic principle of designing a hierarchy. Productivity is the 

 



only factor determining agents’ position in a hierarchy. Intuitive explanation is that even if an 

agent’s probability of having an idea is very low, by putting her higher than those whose 
productivity is lower, possible loss to the output is avoided. For example, if x yv v>  and 

( ) ( )x yp T p T> , apparently x  should be superior to . If y x yv v>  and ( ) ( )x yp T p T< , when 

neither x  nor  has an idea, y H xy H yxV V− = − ; when x  has an idea while  does not have 

any idea, or when 

y

x  does not have any idea while  has an idea, y H xy H yxV V− −= ; when both 

x  and  have ideas, y H xy H yxV V− > − . Therefore making x  superior does not decrease the 

output even if she does not have any idea. 

PROPOSITION 2. If specialization is not considered, team dominates hierarchy. 
Proof. Let x ’s productivity is higher than ’s, y x  is superior to  in the hierarchy. 

Then from (1) and (2) we have 

y

( ) ( )( )T xy H xy i i
i i x i y i xyV V p G p G v v− −− = − x  (3) 

From assumption 3, we know that a team always dominates a hierarchy. Q.E.D. 

Proposition 2 suggests that the key advantage of team work that cooperation of different 

agents with different productivity may yield better ideas should be focused in team design. 

Factors that may disturb such cooperation should be carefully avoided. This is why a team 

leader is more regarded as a ‘facilitator’ rather than a ‘boss’ in the way that the main role of a 

team leader is to enhance team cooperation while not just to execute authority. This also 

explains why judgment should not be applied in the phase of idea generating such as 

brainstorming. 

PROPOSITION 3. Both hierarchy and team may be optimal and the choice is determined 

by the trade off between team synergy and specialization. 
Proof. Let x ’s productivity is higher than ’s and y x  is superior to  in the hierarchy. 

From assumption 5, we know that it is more likely an idea will be generated in a hierarchy 
than in a team. Denote  and  as 

y

( )H
jp G ( )T

jp G j ’s probability of having an idea in a 

hierarchy and a team respectively, then we have  and we write ( ) ( )H T
j jp G p G>

( ) ( )H T
j jp G p G β= +  where 0β >  and  0 ( )T

jp G β 1< + < . For sake of simplicity we assume 
i i
xy xv v α= +  where 0α >  representing the team synergy. Therefore (1) and (2) can be written 

as 
[ ( ) ] {1 [ ( ) ]}[ ( ) ]H xy T i T T i

i x i x x i y iV p G v p G p G vyβ β β− = + + − + +  

[1 ( )] ( ) [1 ( )] ( ) ( ) ( )( )T xy T T i T T i T T i
i y i x i x x i y i y x i y i xV p G p G v p G p G v p G p G v α− = − + − + +  

Then we have 
( ) ( ) { [ 1 ( )] ( ) }T xy H xy T T T T i i

i i x i y i y i x i y xV V p G p G p G p G v vα β β β β− −− = + − + + + −  (4) 

In order to generate some intuitive results, let ( ) ( )T T
x yp G p G p= =  and then (4) can be written 

as  
2 2[ 2 ]T xy H xy i i

i i yr V V p p v vxα β β β β− −≡ − = + + − −  (5) 

 



Both  and  are possible.  0r > 0r <

2 0dr p
dα

= > , [2( ) 1] 0i i
y x

dr p v v
d

β
β
= + − − < , 2 2 i

y
dr p v
dp

α β 0= + >  

0i
x

dr
dv

β= − < , (2 1) 0i
y

dr p
dv

β β >= + − <  

Q.E.D. 

Proposition 3 explains why both hierarchy and team can be found in a firm. When team 

synergy is large, specialization effect is small, it is more likely team will be preferred. 

Otherwise hierarchy will be chosen. Furthermore, if agents’ individual productivity is high 

and the highest relational productivity is small, team may dominate hierarchy.  

 

3-3. Cross-Functional Decision Making 

 Next we apply our model to analyze decision making in production process. Typical 

production process can be illustrated by figure 4 where task processing includes three phases 

of R&D, production as well as marketing and sales. Decision making in this process such as 

new product development, client service, pricing can be done in two ways. One is functional 

hierarchy; the other is cross-functional team. 

 

 

Figure 4. A Production Process 

 

In a functional hierarchy, a task is processed in functional order due to the nature of the 

task. We assume a relational production is only composed by two individual productions of 

R&D and production where X  is the R&D department of a firm and  is the marketing 
department of the firm. 

Y

x  and  are the only staff in two departments respectively. The 

task is to develop a new product which should be completed by R&D department. Once the 

product is designed by R&D department, the basic value of the new product is determined and 

the following process such as production and marketing and sales can only add certain value 

to the basic value. Therefore we write down the total output of a functional hierarchy as 

y

[( ) ]FH
x x y x xV p v p p v δ= +  (6) 

where xp  and are probability of generating value in each phase. Higher individual 

productivity brings higher probability. 
yp

xv  is the basic product value the first phase may 

create and ( )x xp v δ  represents the added-value latter processes create based on the basic 

value. 

A cross-functional team consists of members from different functional sections. In our 

 



case, the cross-functional team is composed by members from R&D department and members 

from marketing department and these members work together to develop a new product. 

Though empirical studies support cross-functional teams(Keller, 2001; Pinto et al., 1993), 

questions such as why firms break traditional functional hierarchy to allow agents from 

different functional sections work together and who should be included in a cross-functional 

team are still not answered. 

We assume that by working together the basic value can be increased in some extend 

 where 0 . This increased part is determined by various factors including the 

relational productivity of agents of the production department. But cooperation is not free. We 

express the cost of cooperation as by working as a team the probability in the first phase will 
decrease to 

1 w+ 1w< <

x yp p . Then we write the output of cross-functional team as 

(1 ) {[ (1 )] }CFT
x y x y x y xV p p v w p p p v w δ= + + +  (7) 

PROPOSITION 4. The choice between cross-functional team and functional hierarchy is 

dependent on both individual productivity and relational productivity of agents from the latter 

process. 

Proof. (7)-(8) yields 
[ 1 (1 ) ](1 )CFT FH
x y yV V p w p p xvδ− = − + + +  (8) 

When , cross-functional team should chosen; otherwise functional hierarchy 

should be chosen. Q.E.D. 

(1 ) 1yw p+ >

Since , 0 1w< <
1
2yp >  is necessary for choosing a cross-functional team. Therefore, a 

necessary condition for setting up cross-functional team is that agents from the latter process 
must have high individual productivity. Furthermore it is clear that the higher ’s individual 

productivity and relational productivity are, the more possibly a cross-functional team is 

preferable. 

y

In our model, the choice between cross-functional team and functional hierarchy has 

nothing to do with x ’s productivity. This is because interaction in cross-functional team that 
x  does not affect ’s output directly is much simpler than the real team. Also one should 

note that in our model of cross-functional team, the cost of cooperation is simplified that 

cooperation does not affect the latter phase of production directly. If however such influence 

does exist such that by joining a cross-functional team, an agent’s probability or added value 

will decrease, it will be more complicated to determine the choice between cross-functional 

team and functional hierarchy. Furthermore our analysis explains that when demand becomes 

diversified and more functional departments are involved in satisfying such demand, it is more 

beneficial to adopt cross-functional team in the new product development because staff in 

other departments may know more information about the demand and therefore have higher 

y

 



team productivity than they had before. 

 

 

4. Complementary Nature of Different Internal Institutions 
 

Since tasks are processed along with time sequence and agents may be involved in 

different phases of a relational production, their behavior and inter-agents relationship may be 

regulated and directed by different institutions if such institutions do not conflict each other. 

Mei (2006) argues that if relational productivity derives from especially asset investment, 

asset ownership may secure required investment and therefore realize the necessary condition 

for setting up relational production. The ownership allocation is determined by both agents’ 

relational productivity and individual productivity. In the previous part of this paper, we have 

shown that hierarchy and team in a firm can coexist with respect to the nature of tasks and 

both individual productivity and relational productivity determine the choice between 

hierarchy and team. Therefore, we regard the firm as an integrated structure combined of 

different internal institutions such that agents’ individual productivity and relational 

productivity are effectively aligned in different production phases in order to maximize the 

output of a relational production.  

The need for different institutions is at first related to the nature of tasks. If in order to 

accomplish some task certain level of asset investment is required, ownership of such asset 

will be located to the agent who can receive more benefit from the relational production, 

which is determined by the distribution of agents’ individual productivity and relational 

productivity (Mei, 2006). This implies that both the agent with higher individual productivity 

and the one with higher relational productivity can become the possible owner of the asset. 

But ownership just ensures the required technology and does not necessarily secure a better 

decision making phase or a production phase. This is especially true when the agent with 

higher individual productivity and lower relational productivity controls the ownership while 

decision making under hierarchy dominates the one under team work which requires the agent 

with higher relational productivity has higher authority. In this case, if the owner still controls 

the decision right, the efficiency of such arrangement is lower than the one where the agent 

with higher individual productivity controls the ownership and the agent with higher relational 

productivity are located in higher layer of hierarchy. This is often observed in modern firms 

where the separation of ownership and management is an important characteristic. But as we 

have analyzed, hierarchy just complies with agents’ relational productivity. Sometimes it is 

important to effectively utilize agents’ individual productivity to maximize the output to a task 

and this is always realized by setting up institutions such as teams. Comparing to hierarchy, 

 



since most teams are informal and therefore can be set up temporarily, they are more flexible 

and adaptable in a changing environment. Different institutions are also adopted due to 

expanding of number of tasks. When more and more tasks enter the firm, it is more likely that 

the division of labor becomes more important. A firm may not be able to process so many 

tasks under single institution such as ownership even if such institution complies with the 

nature of those tasks. As Bolton and Dewatripont (1994) has noted, the changing of internal 

structures becomes necessary. Chandler (1977) monitors the change of internal institutions in 

American firms and records how conflict between old managerial system and the nature of 

new tasks in American railway industry such that those caused ‘a series of serious accident’ 

finally led to a new type of internal organizational structure. 

In our analysis, Formal institutions such as hierarchy and informal institutions such as 

team complement each other in order to produce the maximum outputs of a relational 

production as figure 5 shows. According to the nature of different tasks, both individual 

productivity and relational productivity determines choices of a specific structure of a firm. 

 

 

Figure 5. Complementary Nature of Different Institutions 

 

 

5. Conclusion 
 

In this paper, we have shown that a firm is a mix of different internal institutions. Formal 

institutions and informal institutions complement each other and work together to optimize the 

utilization of agents’ individual productivity and relational productivity with respect to 

different tasks. Therefore different institutions may coexist in a firm, which has been widely 

observed in reality. Productivity is the key factor determining the choice of different structures 

of a firm. Relational productivity plays a key role determining the hierarchy and both 

relational productivity and individual productivity are important factors when a team is to be 

set up in a firm. Furthermore, our model also explains why cross-functional team rather than 

 



traditional functional hierarchy is more utilized in many industries and how such a team 

should be organized. 
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㓹↪および⾓㊄のࡆࠪࠠࡈリテࠖとࡠࠢࡑ⚻ᷣ的ਇ定ᕈ1� � � �  

㧙ዊᴰᮭの᭴ㅧᡷ㕟とࡠࠢࡑ⚻ᷣ的ਇ定ᕈにኻߔるᬌ⸛― 

 

          ፋ⽕㧔ੳᎹᄢ学ޔ㖧࿖） 

 

１㧚ߓߪに 

 

2001年એ㒠ޔ日ᧄߩዊᴰᮭ߇ขߛࠎ⚵ࠅ経済ᡷ㕟ߩߘޔߪታⴕߩㄦㅦߣߐ৻ቯߩᚑᨐ

ᡷ㕟論ޟߩฦ࿖ߓߪࠍ㖧࿖ࠆߡߞ㒱ߦਇቯ化ߩ経済ࡠࠢࡑ㊄Ⲣෂᯏએ㒠ޔߡߞࠃߦ

⠪ߩޠ㑐ᔃࠍ集ޔߒ߆ߒޕߚߡหᮭߩ৻ㅪߩ経済ᡷ㕟ޔߪ৻ㇱࡠࠢࡑߢ経済ߩਇ

ቯ化߽ࠍᒁ߈ޔ߫߃ߣߚޕߚߒߎዊᴰᮭ߇ᣂ⥄↱ਥ⟵⊛経済╷ࠍᒝᮭ⊛ߦផ進ߪߒ

ߒบ㗡ߦ⊛㕙ో߇࿎㗴⽺ߥೞᷓࠇߐ⸂߇⚖ਛ↥㓏ߚ߈ߡ߃ᡰࠍᚢᓟ日ᧄޔࠄ߆ߡߓ

日ᧄޔ߫ࠇࠃߦႎ๔ᦠࠆߔ㑐ߦ⽎ᚲᓧಽ㈩߮⽺࿎ߩฦ࿖ߩ&1ECߚࠇߐᦨㄭ1⊒ޕߚ

వ進࿖ߩߡ߅ߦ1EC&⻉࿖ࠇߐᕆߣ15.3㧑߳ߪߦ2005年ࠄ߆㧤㧑ߩ1��5年ߪ₸࿎⽺ߩ

1��5年ߪฃ⛎⠪ߩ⾌ᦨૐ↢ᵴࠆߌ߅ߦ日ᧄޔߦࠄߐޕ2ߛࠎߦ⒟ᐲࠆߥߦ第3ߪߢਛߩ

ߦᦨㄭޔ߽ߡߺࠄ߆ታߥ߁ࠃߩߎޔ3߇ߚߒᕆჇߣ100ਁᏪ߳ߩ2005年ࠄ߆�0ਁᏪߩ

ࡉࡃߩ1��0年ᓟඨޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎߚߒ化ᷓߦᕆỗ߇╬ਇᐔߩᚲᓧಽ㈩ߩ日ᧄߩࠄ߆ߡߞߥ

大ߦᕆỗࠄ߆ߡߒ႐⊓߇ዊᴰᮭߪᚲᓧᩰᏅߩ日ᧄߚ߈ߡࠇߐ大ߦ⊛⛯፣უએ㒠ᜬ࡞

ߣ0.4��߳ߩ2002年ࠄ߆0.433ߩ1��0年߇ଥᢙ࠾ࠫߩ経Ᏹᚲᓧߩ日ᧄߡߒߣ⸽ߩߘޔ߇ߚߒ

大ߊ߈ߚߒὐࠍข࠾ࠫߦ⊛⥸৻ޕ4ࠆࠇࠄߍଥᢙߪߣߎࠆߢ0.5߇࿖᳃✚ᚲᓧߩ㧠

ಽߩ㧟ࠍ㜞ᚲᓧጀ4ߩಽߩ㧝߇භࠆߡ⁁ᘒࠍᗧ߁ߣࠆߔὐࠄ߆⠨ޔߣࠆ߃ዊᴰએ

㒠ߩ日ᧄࠆߌ߅ߦᚲᓧಽ㈩ߪ㕖Ᏹߦਇᐔ╬ޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎࠆߢ 

                                            
1 ᧄⓂޔߪవ進⻉࿖ߩᏒ႐⺞ᢛࠍࡦ࠲ࡄታ⸽⊛ߦᲧセಽᨆߚߒቝੳ(2000)ߣ㊄Ⲣෂᯏએ

㒠ߩ㖧࿖ࠆߌ߅ߦᣂ⥄↱ਥ⟵⊛ᡷ㕟ࡠࠢࡑߣ経済⊛ቯᕈߩߣ㑆ߩ㑐ଥࠍታ⸽⊛ߦ⸃ߒ

ዊᴰޔߡߞࠃߦߣߎࠆߔ↪ᵴࠍߺ⚵ℂ論⊛ᨒ߮ࠃ߅ಽᨆᣇᴺߚࠇࠄ↪ߦ(2005)ࠆߡ

ᮭએ㒠ߩ日ᧄ⾗ᧄਥ⟵ࡠࠢࡑߩ経済⊛ਇቯᕈޕࠆߢߩ߽ߚߒߣ߁ࠃߒ᷹⸘ࠍ 
2 ᯌᧁ(2006) 
3 ᯌᧁ(2004) 
ଥᢙ㧔0࠾ࠫ 4 1ޔࠅߢ╬ဋ߇ᚲᓧಽ㈩߫ࠇߌㄭߦ㧜߇ᢙ୯㧕ߩߢ߹㧝ࠄ߆ ਇ߫ࠇߌㄭߦ

ဋ╬ࠍߣߎࠆߢᗧޕࠆߔㅢᏱ࠾ࠫޔଥᢙ߇ 0.4 ਇဋࠅߥ߆߇ᚲᓧಽ㈩ߪ႐วࠆ߃ࠍ

 ޕࠆࠇߐଔ⹏ߣࠆߢ╬
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図1 ᣣᧄのᚲᓧ䉳䊆ଥ数の推移 
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ᚲ䋺ෘ生労働⋭䇺ᐔᚑ 14 ᐕᐲᚲᓧౣಽ㈩⺞ᩏ䇻㪃財ോ⋭䇸稅⺞ᩏળ/ၮ␆㗴⺞ᩏળ䇻 

 

หᤨޔߦᏱ↪ൕഭ⠪Ყ₸߇大ਅ⪭ޔߒ㕖⥄⊒⊛㔌⡯₸߇Ⴧടޔߪߣߎߚߒ↪⠪ߩ

৻ᣇ⊛㓹↪⺞ᢛ߇進ࠍߣߎࠆߢࠎᤋޕࠆߔ 

ޔߪߤࠎߣ߶ߩవⴕ⎇ⓥߚߺ⹜ࠍଔ⹏ߥ⊛ᛕ್ࠆߔኻߦ経済ᡷ㕟ߩዊᴰᮭޔߢࠈߎߣ

หᮭߩ経済ᡷ㕟ࡠࠢࡑߚߒࠄߚ߽߇経済⊛ਇቯᕈࠍ߁ߣࠆߔߦ߆ࠄ⎇ⓥ⠪ߩߜߚ

ᗧᕁߣߩߢ࡞ࡌߥࡠࠢࡒߡᭂޔߡߒಽᨆߚߞ߆ߥ߉ߔߦὐޔߦ․ޕࠆߢᏀ⠢㒯༡

ߚ߽߇ࠇߘޔࠅ߅ߡߒ⋠ᵈߦߺߩᄌ化ߩഭ㑐ଥ⾓ޔߪవⴕ⎇ⓥࠆߔ㑐ߦഭᡷ㕟ࠆࠃߦ

ޔߪࠇߎޕߥุߪߣߎߚߞ߆ߥࠄ⥋ߢ߹ࠈߎߣࠆߔಽᨆࠍ経済⊛ਇቯᕈࡠࠢࡑߚߒࠄ

ߺ⚵ℂ論⊛ᨒࠆ߈ߢ⸂ࠍ㑐ଥߩ㑆ߩߣ㧔ਇ㧕ቯᕈߩ経済ࡠࠢࡑߣᄌ化ߩᐲߊࠄߘ߅

 ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆࠃߦߣߎߥ߇

ᧄⓂޟޔߪߢ᭴ㅧᡷ㕟ࡠࠢࡑޔࠍޠ経済ߩ㧔ਇ㧕ቯᕈߡߌߟ߮⚿ߣ⹏ଔࠆ߈ߢℂ論⊛

ᨒ⚵ࠍߺឭ␜ߚߒࠍࠇߘޔߢታ⸽⊛ߦᬌ⸽ޕࠆߔℂ論⊛ᨒ⚵ޔߪߡߒߣߺE.ޟߩ࡞ࡀ᥊

᳇ᓴⅣࡠࠢࡑߣࡦ࠲ࡄ経済ߩቯᕈߦ㑐ࠆߔ⼏論ޠ㧔Transformational Growth Theory㧕

ࠆߌ߅ߦ日ᧄ経済ߩࠄ߆ߡߒ႐⊓߇ዊᴰᮭޔߡߒߣߺ⹜ߥ⊛⸽ታޔߚ߹ޕࠆߔ↪ᵴࠍ

ᐲᄌ化ࡠࠢࡑޔࠍ߆ߚߞߢߩ߽ߥ߁ࠃߩߤ߇経済ߩቯᕈߡߌߟ߮⚿ߣ⸃ౕޕࠆߔ

ߩࡦ࠲ࡄᢛ⺞ߩ㊄⾓߿ଔᩰޔߡߓㅢࠍߣߎࠆߔಽᨆࠍᄌ化ߩࡦ࠲ࡄ᥊᳇ᓴⅣޔߪߦ⊛

ᄌ化ࡠࠢࡑޔ߇経済ߩታ‛㕙ߩਇቯᕈࠍᒝࠍߣߎߚޔߡߞ߇ߚߒޕࠆߔߦ߆ࠄᧄⓂ
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ቢࠍ㐳ᦼਇᴫޔߦ߇ࠆߟߟߒ回ᓳߦ⊛ቯ߇⾌ᶖ߮ࠃ߅⾗ᛩ⸳߇日ᧄ経済ޔߪ

ࡠࠢࡑߥߡߠ᳇߇ޠ日ᧄ経済㧔ዊᴰᡷ㕟㧕੍⼝論ޟࠆࠁࠊޔ߁ߣߚߒసߦో

経済ߩታ‛㕙ࠆߌ߅ߦਇቯᕈߦὶὐࠍวޕࠆߖࠊ 

એਅޔᧄⓂޔߪߢᰴߥ߁ࠃߩ㗅ᐨߢಽᨆ߇ⴕޔߪߢ▵2ޕࠆࠇࠊ᥊᳇ᓴⅣࡑߣࡦ࠲ࡄ

ዊᴰᡷޔߕ߹ޔߪߢ▵3ޕࠆߔ⚫ࠍℂ論ߩ࡞ࡀ.Eޔߡߟߦ㑐ଥߩߣቯᕈߩ経済ࡠࠢ

㕟એ㒠ߩ日ᧄࡠࠢࡑߡ߅ߦ経済⊛ᄌേᕈ߇Ⴧ大ߣߎߚߒ㧔ࡠࠢࡑߪࠆ経済⊛ᄌേᕈ

ࠆߌ߅ߦ日ᧄ経済ߩ2002年એ㒠ޔߪߢ▵4ޕࠆߔ⸛ᬌߦ⊛⇛ࠍ㧕ߣߎߥߡߒዋᷫ߇

᥊᳇ᓴⅣߩࡦ࠲ࡄᄌ化ࠍᬌ⸽ߦ․ޕࠆߔዊᴰᮭ߇ផ進ߚߒഭᏒ႐ޟߩ᭴ㅧ⺞ᢛ߇ޠ

2002年એ㒠ߩ᥊᳇ᓴⅣࠍࡦ࠲ࡄᄌ化ࡠࠢࡑߖߐ経済⊛ਇቯᕈࠍჇ大ߚߖߐὐࠍ߆ࠄ

↪㓹ߪේ࿃ߚ㜞ࠍ経済⊛ਇቯᕈࡠࠢࡑࠆߌ߅ߦ日ᧄߩ2002年એ㒠ޔߪߢ▵5ޕࠆߔߦ

㊂ߩ᥊᳇ᓴⅣߩࡦ࠲ࡄᄌ化ޔߒߣࠆߦ㓹↪ቯߩࡦ࠲ࡄᄌ化ࠍᬌ⸽ޔߪߢ▵�ޕࠆߔ

ᧄⓂߚࠇࠄ߃ߢ⚿論ߩߘޔߣ߹ࠍᗧߡߟߦ⠨ኤޕࠆߔ 

 

２㧚'࡞ࡀ�の̌6TCPUHQTOCVKQPCN�)TQYVJ�6JGQT[̍���

 

㧱㧚6̌ߪ࡞ࡀransformational )roYth 6heory̍ߩឭ໒⠪ߡߒߣ⍮ޕࠆߡࠇࠄᓐߪ᥊

᳇ᓴⅣߩࡦ࠲ࡄᱧผ⊛ᄌ化ޔߡߟߦታ⸽⊛ߥᬌ⸽߽ⴕߚߞߢℂ論⊛߽ߦ♽化ޕ�ߚߒ 

㧱㧚ޟޔ߫ࠇࠃߦ࡞ࡀ大㊂↢↥ޔߪߡ߅ߦޠ大㊂↢↥ᛛⴚߩᚑ┙߁ߣᛛⴚ⊛ᄌ

化㧔ᾫ✵ߩන⚐化ࠆߌ߅ߦ↥↢߿േജ�ജߥ࡞ࡉࠪࠠࡈߩ⺞ᢛᛛⴚߩᒻᚑ㧕ࠝࠗ߿

ߥߦ࡞ࡉࠪࠠࡈ߇㊂↥ߣ㓹↪㊂ޔߡߒ࿃ߦᐲ⊛ᄌ化ߩߤߥ࿅ᷤᐲ߿ᐲࡈ

߁ߣࠆߔ大ࠍ⢻ജ↥↢ߡߓ߁ߟࠍዉߩ⽷ᧄ⾗ߚߒ化ࠍᣂᛛⴚߪ⾗ᛩޔߦ߽ߣߣࠆ

ᒻᘒ߇ਥߥ߁ࠃߩߎޔࠅߥߦᛩ⾗ߪࡦ࠲ࡄㆊ↢↥⢻ജࠍ৻⥸化ޕ߁ߣߚߒએࠃߩ

ࠄߐޕࠆࠇߐᢛ⺞ߡߞࠃߦᄌ化ߩଏ⛎ᢙ㊂ߪ⥌৻ਇߩ㑆ߩߣ⛎ଏߣ㔛ⷐޔߪߢઙਅ᧦ߥ߁

ߩ₸ࡊ࠶ࠕࠢࡑࠆࠃߦኦභડᬺߪࠇߎޕࠆ߹ᒙߪᄌേߥ࡞ࠞࠢࠗࠨࡠࡊߩຠଔᩰߦ

⺞ᢛࠍㅢߚߓଔᩰቯ߇ࠠ࠷ࠞޕ߁ࠈߢߩ߽ࠆࠃߦㅀޔߦ߁ࠃࠆߴኦභડᬺࡦ࠙ࠞ߇

ࡑߦߚߩᣂⷙෳ㒖ᱛߪ႐ว㧔ᅢᴫᦼࠆߔᢛ⺞ࠍ₸ࡊ࠶ࠕࠢࡑߦ࡞ࠞࠢࠗࠨ࠲

ߦ㧕ࠆߍࠍ₸ࡊ࠶ࠕࠢࡑߦߚࠆߔࡃࠞࠍㅢ⾌Ⴧടߪਇᴫᦼޔߍਅࠍ₸ࡊ࠶ࠕࠢ

ࠆߌ߅ߦᏒ႐ޔᨐ⚿ߩߘޕᄙ߇ߣߎࠆߔᄌേߦ࡞ࠞࠢࠗࠨ࠲ࡦ࠙ࠞߪຠଔᩰޔߪ

㔛⛎ࠡޟޔߪࡊ࠶ࡖଔᩰᄌ化ࠍޠㅢޟޔߊߥߪߢߡߓᢙ㊂ᄌ化ࠍޠㅢߡߓ⺞ᢛޕࠆࠇߐ߹

࿅ᷤޔࠅ߹ᒙߪᢛ⺞ࠆࠃߦࡊ࠶ࡖࠡ⛎㔛ࠆߌ߅ߦഭᏒ႐ޔ߽ߡߟߦฬ⋡⾓㊄ޔߚ

ߦ㊄ቯ⾓ࠆࠁࠊޔࠆࠇߐቯ߇㊄⾓ߡߒෳᾖࠍ₸ᕈ↥↢߿₸ଔ‛ޔߡߓㅢࠍ

ታޔߪ߈േߩฬ⋡⾓㊄߿ຠଔᩰߥ߁ࠃߩߎޕࠆߥߊ߈大߇ᓎഀߩޠᐲ⊛⺞ᢛޟࠆߌ߅

⾰⾓㊄ߥ࡞ࠞࠢࠗࠨࡠࡊߩᄌേߡߒߘޕߔࠄߚ߽ࠍታ⾰⾓㊄ߣ㓹↪㊂ࠨࡠࡊߦ߽ߣ߇ߣ

                                            
5 Nell(1998㨍㨮1998㨎)ߣቝੳ(1999)ෳᾖߡߒℂ論ߩౝኈࠍᢛℂߡߒߘߚߒ(2005)ࠄ߆ᒁ↪ޕߚߒ 
6 E.ޟߩ࡞ࡀTransformational Growthࠆߌ߅ߦޠၮᧄ⊛ߥ⌕ᗐߪ A.࠙ࡠ(Lowe)ߩ࠙ࡠޔ߇ࠆߦ⌕ᗐߦ

ޔߪߡߟߦℂ論化ߥ⊛♽ߣ化✺♖ߩᗐ⌕ߩ࠙ࡠࠆࠃߦታ⸽⊛⎇ⓥ߿ᱧผ⊛⎇ⓥߩ࡞ࡀ,߿⺑ߩߡߟ

ቝੳ(1999)ࠍෳᾖޕࠃߖ 
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ߦ࡞ࠞࠢࠗࠨࡠࡊታ⾰✚⾓㊄ᚲᓧ߽ࠆߢⓍߩࠄࠇߘޔߪߦ႐วࠆߔᄌേߦ࡞ࠞࠢࠗ

േޔߡߒߦ߁ࠃߩߎޕߊ大㊂↢↥経済ޔߪߢᶖ⾌ᡰߣᛩ⾗ᡰ߇หߓᣇะߦേߦߣߎߊ

ࠆࠇ߫ߣޠ経済࠻ࡈࠢޟޕࠆߥߦਇቯ㧔ਸ਼ᢙ⊛㧕߇߈േߩ㔛ⷐ✚ߩ経済ోޔࠅߥ

1�♿ߩ⾗ᧄਥ⟵経済ߪߢኻޔߦਥߡߒߣຠଔᩰߥ࡞ࠞࠢࠗࠨࡠࡊߩᄌേޔߡߞࠃߦ

ታ⾰✚⾓㊄ᚲᓧߦ࡞ࠞࠢࠗࠨ࠲ࡦ࠙ࠞߪേޔߚߊᶖ⾌ᡰߪᛩ⾗ᡰߩᄌേࠍ✭

߇ߥߟߦታ‛⊛ਇቯᕈߩ経済ࡠࠢࡑޔ߇ᄌ化ߩࡦ࠲ࡄᏒ႐⺞ᢛߥ߁ࠃߩߎߪᓐޕࠆߔ

࿖ኅޔߪਇቯᕈߩߢታ‛㕙ߩ大㊂↢↥経済ޔߪߦታ㓙ߒߚߛޕࠆߡߒ論⼏ߣࠆߡߞ

ࠆߡࠇߐシᷫޔߡߞࠃߦᐲ⊛ᒝ化ߩࡓ࠹㊄Ⲣࠪࠬ߿ᐊ⽻߿ਥ⟵⊛経済࠭ࡦࠗࠤߩ

ޔ㊄ⲢᏒ႐ᐊ⽻ޔഭᏒ႐ޔຠᏒ႐ޔߪᓽ․ߩ論⼏ߩᓐࠅ߹ߟޕࠆߡߴㅀߪ࡞ࡀߣ

ޔቯᕈߩ経済ࡠࠢࡑޔߡߒߣᨐ⚿ߚߒว✚ࠍᱧผ⊛ᄌ化ߩࡦ࠲ࡄᢛ⺞ࠆߌ߅ߦࠇߙࠇߘ

ਇቯᕈࠍዉࠆߡߒߣ߁ࠃߒὐߚ߹ޕ7ࠆߢᛩ⾗ߩਇቯᕈ㧔⚥Ⓧ⊛Ⴧട߹ߪߚ⚥Ⓧ

⊛ᷫዋ㧕ࠍᶖ⾌ߩᄌേ߇✭߇߆߁ߤ߆ࠆߔᓐߩਛᔃ⊛㗴㑐ᔃޕࠆߢ 

ዊᴰᮭࠆࠃߦᣂ⥄↱ਥ⟵⊛ߥ経済ᡷ㕟ޔߪഭᏒ႐ޔ㊄ⲢᏒ႐߮ࠃ߅ຠᏒ႐ࠃ߅ߦ

߱✚⊛ߥᡷ㕟ߩߎޕߚߞߢ㧟ߩߟᏒ႐ࠆߌ߅ߦᡷ㕟߇ⶄวߚࠇߐ႐วࡠࠢࡑޔ経済ߦ

ⶄޔߊߥߢߌߛಽᨆߩ᭴ㅧᡷ㕟ࠆߌ߅ߦᏒ႐ߩޘࠅ߹ߟޔ߆ߔ߷ࠃ߅ࠍലᨐߥ߁ࠃߩߤ

ᢙߩᏒ႐ߢᡷ㕟߇หᤨ進ⴕࡠࠢࡑࠆߌ߅ߦࠬࠤࠆߔ経済⊛ቯᕈࠍಽᨆߘߎߣߎࠆߔᧄ

Ⓜߩ⋡ᮡ߇ࠆߢޔߦ⸥ߥ߁ࠃߩE.ߩ࡞ࡀℂ論⊛ⷰὐߪ↪ޕ߁ࠈߢ 

 

３㧚㧳㧰㧼᭴ᚑⷐ⚛の᥊᳇ᄌേᕈの⸘᷹��ᶖ⾌ޔᛩ⾗ޔャのᄌേᕈのჇᄢ��

 

ャޔ⾗ᛩޔ⾌ᶖࠆߔኻߦᄌേߩ㊂↥ࠆߌ߅ߦᦼᤨߩߟੑࠆߔߣႺࠍ2001年ޔߪߢ▵2

ߩᒢജᕈߩផ⒖ࠍᬌ⸛ޔߡߞࠃߦߣߎࠆߺߡߒዊᴰᡷ㕟એ㒠ߩ日ᧄࡠࠢࡑࠆߌ߅ߦ経済

⊛ᄌേᕈߩ㗴ࠍ⠨ޕ߁ࠃߒߦߣߎࠆߺߡ߃ 

᳃㑆ޔߣࠆߺࠍ࿑2 ޕ߁ࠃߺߡߺࠍࡦ࠲ࡄᄌേࠆߔኻߦ᥊᳇ᄌേߩ⾌᳃㑆ᶖ ޔߕ߹ 

ᶖ⾌ߩ↥㊂ߦኻࠆߔᒢജᕈޔߪዊᴰᡷ㕟એ೨ߩ೨ඨᦼޔ0.499ߦዊᴰᡷ㕟એ㒠ߩᓟඨᦼ

ࠄߺߪᏅ߈大ߤ߶ࠇߘߡ߅ߦਔᤨᦼ ޔ߇ࠆߪߡߞߥߊߐዊ߇ᐓᢙ୯⧯ޔߢ0.413ߦ

ᗧࠍߣߎࠆߡ⛯߽ߦᓟඨᦼ߇ᄌേߥ࡞ࠞࠢࠗࠨࡠࡊᒝߩ೨ඨᦼࠅ߹ߟޕߥࠇ

ߞߥߦ0.467ߪᓟඨᦼޔ߇ߚߞߢ0.595ߪ೨ඨᦼޔߣࠆߺࠍߐ߈大ߩቯᢙ㗄ޔᣇ৻ޕࠆߔ

ߡߞᜬࠍ࠼ࡦ࠻ޔߦ߽ߣਔᦼ㑆ޔࠅ߅ߡߒ␜ࠍ࠼ࡦ࠻ߪߐ߈大ߩቯᢙ㗄ޕࠆߡ

ዊᴰᡷ㕟એޔߪࠇߎޕࠆ߆ࠊ߇ࠆߡߞߥߊᒙࠅࠃ߇࠼ࡦ࠻ߩߘߪߦᓟඨᦼޔ߇ࠆߪ

㒠日ᧄ経済߇㗅⺞ߦ回ᓳޔ߃ߪߣࠆߡߒ᳃㑆ᶖ⾌ߥ࡞ࠞࠢࠗࠨࡠࡊߩᄌേ2002ߪ年

એ㒠ޔߚ߹ޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎߚ߈ߡࠇࠄߌ⛯߽ߦหᤨᦼࠞࡔࠕࠆߌ߅ߦ㧔0.398ޔ㨠୯2ߪ.

81㧕߮࠷ࠗ࠼㧔0.310ޔ㨠୯0.47ߪ㧕ߩᒢജᕈߦᲧߡߴ日ᧄߩᒢജᕈߩᣇߪ大ޕ߈ 

                                            
7 ቝੳ(1999)ߪ E.ߩ࡞ࡀ Transformational Growth Theory ߟ߽߇㒢⇇߽ࠍᜰ៰ࠆࠃߦ࡞ࡀޕࠆߡߒ

ታ㓙ߩ経済ࠍ࠲࠺ߚߞታ⸽߇ଔᩰ߿⾓㊄₸ߩߤߥਥⷐᄌᢙߩᄌേߣ↥㊂ᄌേߩߣ⋧㑐ߡߒ᷹⸘ࠍ

ߔਥᒛࠍᔅⷐᕈߩಽᨆߥ⊛ᢙ㊂ࠆߔ㑐ߦⷐ࿃ߚߒࠄߚ߽ࠍᄌ化ߩ㑐㑐ଥ⋦ߩߘޔࠅ߅ߡߞ߹ߤߣߦᲑ㓏ࠆ

 ޕࠆ
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                図䋲 ਔᦼ㑆䈮䈍䈔る᳃㑆ᶖ⾌のᄌേ䊌䉺ーン 

1995年(1Q)－2001(4Q)

y = 0.4992x + 0.5955

R
2
 = 0.4177
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2002(1Q)－2006(3Q）

y = 0.4131x + 0.4674

R
2
 = 0.4027
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ᵈ䋺 ౝ㑑ᐭ䇮㐳ᦼᤨ♽(GDP䇮㓹用者ႎ㈽)䇮㔛ⷐ㗄⋡ᤨ♽の྾ඨᦼ䊂ー䉺を用䈇た䇯

す䈼䈩のᄌ化₸䈲ኻ೨ᐕหᦼᲧ䋨න䋦䋩を用した䇯䉁た䇯೨ᦼの数ᑼ䈮䈍䈔るଥ数とቯ数の䌴

୯䈲䇮䈠䉏䈡䉏2.34と1.76䈪䈅る䇯ᓟᦼ䈲5.43と2.92䈪䈅る䇯 

 

ᄌേࠆߔኻߦ᥊᳇ߩ⾌᳃㑆ᶖߪ経済ᡷ㕟߮ࠃ߅╷ᶖ⾌ኻߩฦ⒳ߩዊᴰᮭޔߡߞ߇ߚߒ

ᕈࠍ大ᷫߊ߈ዋޔߚ߹ޕߥ߃ߪߣߡߖߐߐ᳃㑆ᶖ⾌ߩᒢജᕈߩ⋧ኻ⊛ߥ᳓Ḱࠆߺࠄ߆

߹ࠍᯏ⢻ࠆߖߐቯ化㧔✭㧕ࠍ᥊᳇ᄌേᕈߪࠬࡦࡑࡠࡈࡄ⾌ᶖࠆߌ߅ߦ日ᧄ経済ޔߣ

 ޕ߁ࠈ߆ࠃ߽ߡߞߣߥߡߞᜬߦߛ

ᰴޔߪ᳃㑆⸳ᛩ⾗ߩ᥊᳇ᄌേߦኻࠆߔᄌേࠍࡦ࠲ࡄ߇ߩߚߒ࿑㧟ޕࠆߢ᳃㑆⸳

ᛩ⾗ߩ↥㊂ߦኻࠆߔᒢജᕈޔߪዊᴰᡷ㕟એ೨ߩ೨ඨᦼߦ㧝.41ޔ߇ߚߞߢዊᴰᡷ㕟

એ㒠ߩᓟඨᦼߣ�3.0ߪߦ㗼⪺ߦჇ大ޔࠅ߹ߟޕߚߒਔᦼ㑆߽ߣ᳃㑆⸳ᛩ⾗ߪᒝࠨࡠࡊ

ߦ⊛ᒢജߦ㕖Ᏹߡߓᔕߦ᥊᳇ᓴⅣ߇⾗᳃㑆⸳ᛩޔߪᓟඨᦼޔ߇ߔ␜ࠍᄌേߥ࡞ࠞࠢࠗ
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ᄌേࠍߣߎߚߞߥߦ߁ࠃࠆߔᗧޕࠆߔ৻ᣇޔቯᢙ㗄ߩ大ޔߣࠆߺࠍߐ߈೨ඨᦼߢ0.54ߪ

᥊ࠆߌ߅ߦ⾗ᛩߦዊᴰᡷ㕟એ㒠ޔߣࠆߺࠍ࿑㧟ޕࠆߡߞߥߦ2.510-ߪᓟඨᦼޔ߇ߚߞ

᳇ᄌേᕈ߇ᕆỗߦჇ大ߩߎޕ�ࠆ߆ࠊ߇ߣߎߚߒ⽎ޔࠄ߆ዊᴰᡷ㕟એ㒠ߩ日ᧄ経済2ޔߪ

大㊂↢↥ߥ⊛ဳౖᒝ߇࠼ࡦ࠻ߩⓍ⊛ᷫዋ߮⚥Ⓧ⊛Ⴧ大⚥ߩ⾗ᛩ߁߇࡞ࡀ.Eߢ▵

߳ࠪޕ߁ࠈ߆ߥ߽ߣߎߥ߃ߣߚߒ࠻ࡈ 

 

    図䋳 ਔᦼ㑆䈮䈍䈔る᳃㑆⸳ᛩ⾗のᄌേ䊌䉺ーン  

１䋹䋹5ᐕ１䋨㪨)䋭䋲䋰䋰１ᐕ䋴䋨㪨)

y = 1.4134x + 0.5469

R2 = 0.1781
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2002年１(Q)－2006年3(Q)

y = 3.0828x - 2.5184

R2 = 0.4511
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ᵈ䋺 ౝ㑑ᐭ䇮㐳ᦼᤨ♽(GDP䇮㓹用者ႎ㈽)䇮㔛ⷐ㗄⋡ᤨ♽の྾ඨᦼ䊂ー䉺を用䈇た䇯

す䈼䈩のᄌ化₸䈲ኻ೨ᐕหᦼᲧ䋨න䋦䋩を用し１྾ඨᦼ䉺イ䊛䊶䉩䊞䉾プを⸳ቯした䇯䉁た䇯೨

ᦼの数ᑼ䈮䈍䈔るଥ数とቯ数の䌴୯䈲䇮䈠䉏䈡䉏1.81と2.37䈪䈅る䇯ᓟᦼ䈲7.21と-3.23䈪䈅る䇯 

 

                                            
ᒝ߇᥊᳇ᄌേᕈߩ⾗ᛩߦ߽ߣਔᦼ㑆ޔ߽ߦ႐วߩ᷹⸘ߥߒቯ⸳ࠍࡊ࠶ࡖࠡࡓࠗ࠲ 8

߮ࠃ߅㧔೨ඨᦼࠆ߆ࠊ߇ߣߎߚߒჇ大ࠅࠃ߇ᄌേᕈߩ⾗᳃㑆⸳ᛩߡ߅ߦᓟඨᦼ߿ߣߎ

ᓟඨᦼߩଥᢙࠇߙࠇߘߪ 2.55 ߣ 2.76㧕 
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ᦨᓟޔߪャߩ᥊᳇ᄌേߦኻࠆߔᄌേޕ߁ࠃߺߡߺࠍࡦ࠲ࡄ࿑㧠ޔߣࠆߺࠍャߩ↥

㊂ߦኻࠆߔᒢജᕈޔߪ ዊᴰᡷ㕟એ೨ߩ೨ඨᦼߦ㧝.�5ޔ߇ߚߞߢዊᴰᡷ㕟એ㒠ߩᓟඨ

ᦼߣ3.54ߪߦ㗼⪺ߦჇ大ޔࠅ߹ߟޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎߚߒਔᦼ㑆߽ߣ᳃㑆⸳ᛩ⾗ߪᒝࡠࡊ

⊛ᒢജߦ㕖Ᏹߡߓᔕߦ᥊᳇ᓴⅣ߇⾗᳃㑆⸳ᛩޔߪᓟඨᦼޔ߇ߔ␜ࠍᄌേߥ࡞ࠞࠢࠗࠨ

  ޕࠆߡࠇߐ␜߇ߣߎߚߞߥߦ߁ࠃࠆߔᄌേߦ

 

図4 ਔᦼ㑆䈮䈍䈔るャのᄌേ䊌䉺ーン 

1995(1Q)-2001(4Q）

y = 1.9574x + 2.3625

R2 = 0.308
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2002(1Q)㧙����
�3）
y = 3.5438x + 2.6051

R
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 = 0.4701
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ᵈ䋺 ౝ㑑ᐭ䇮㐳ᦼᤨ♽(GDP䇮㓹用者ႎ㈽)䇮㔛ⷐ㗄⋡ᤨ♽の྾ඨᦼ䊂ー䉺を用䈇た䇯

す䈼䈩のᄌ化₸䈲ኻ೨ᐕหᦼᲧ䋨න䋦䋩を用し１྾ඨᦼ䉺イ䊛䊶䉩䊞䉾プを⸳ቯした䇯䉁た䇯೨

ᦼの数ᑼ䈮䈍䈔るଥ数とቯ数の䌴୯䈲䇮䈠䉏䈡䉏1.45と2.21䈪䈅る䇯ᓟᦼ䈲6.24と5.61䈪䈅る䇯 

 

 ߹2001ޔߪߢ年ࠍႺߩߟੑࠆߔߣᦼ㑆ࠆߌ߅ߦ↥㊂ߩᄌേߦኻࠆߔᶖ⾌ޔᛩ⾗ޔャ

ߩᒢജᕈߩផ⒖ޔߡߞࠃߦߣߎࠆߔ᷹⸘ࠍዊᴰᡷ㕟એ㒠ߩ日ᧄ経済߇⸳ᛩ⾗߮ࠃ߅ᶖ
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ߣߎࠆߡߒሽ߇経済⊛ᄌേᕈࡠࠢࡑߚߞ߹㜞ߦ㕙⇣ࠆߡߒ回ᓳߦ⪺㗼ࠇߐᒁ‧ߦ⾌

ᛩߣᶖ⾌ᡰޔߪߢ大㊂↢↥経済ߩ࡞ࡀ.Eߚߍขߢ▵2ޔࠄߥߗߥޕߚߞߥߦ߆ࠄ߇

⾗ᡰ߇หߓᣇะߦേޔࠅߥߦߣߎߊ経済ోߩ✚㔛ⷐߩേ߇߈ਇቯ㧔ਸ਼ᢙ⊛㧕ࠆߥߦ

߮ࠃ߅⾌ᶖࠆߌ߅ߦ日ᧄ経済ߩዊᴰᡷ㕟એ㒠ޔߡߞࠃߦ⸽ᬌߩߢߎߎޔ߇ࠆߡߒ論⼏ߣ

ᛩ⾗ߩ᥊᳇ᓴⅣߦߐ߹ߪࡦ࠲ࡄE.ࡠࠢࡑ߁ߩ࡞ࡀ経済⊛ߥਇቯᕈߢߩ߽ߔࠄߚ߽ࠍ

 ޕ߁ࠃ߃ߣࠆ

 

㧠㧚ᣣ本の᥊᳇ᓴⅣ࠲ࡄーࡦのᄌ化とࡠࠢࡑ⚻ᷣ的ᄌേᕈのჇᄢ�

 

ޔߪߣ経済⊛ቯᕈࡠࠢࡑࠆߌ߅ߦ࿖৻ޔߣߊߠၮߦ論⼏ߩ࡞ࡀ㧱㧚ߚߍࠅขߢ▵2 

ᛩ⾗ᄌേߩਇቯᕈ߇ᶖ⾌ᄌേߩቯᕈߡߞࠃߦ✭ޔࠇߐ৻࿖ࡠࠢࡑߩ経済⊛ਇቯᕈ

߅ߦ日ᧄߩዊᴰᮭએ㒠ߚߞߥߦ߆ࠄߢ▵3ޔߡߞ߇ߚߒޕࠆࠇࠄ߃ᝒߣࠆ߈ߢᛥߪ

日ߩዪዊᴰᮭ⚿ޔࠇߐ✭ߡߞࠃߦቯᕈߩᶖ⾌ᄌേ߇Ⴧ大ߩਇቯᕈߩᛩ⾗ᄌേࠆߌ

ᧄࡠࠢࡑߩ経済߇ቯ化ࠍ߆ߩߚ߃ࠇߐᬌ⸛ߩߎޕࠆߺߡߒᬺޔߪ日ᧄ経済ߦ㑐ࠆߔ

ᓟ⊛ߥಽᨆޔߦ߽ߣߣࠆߢᓟߩ日ᧄࡠࠢࡑߩ経済ߦኻࠆߔዷᦸߦ㑐ࠆࠊᬺޕࠆ߽ߢ 

એਅޔߪߢ᥊᳇ᓴⅣߣࡦ࠲ࡄታ‛経済ߩቯᕈߦ㑐ࠆߔ㧱㧚ߩ࡞ࡀಽᨆࠍࡓࡈ

ߢ3ὐߩᰴޔߪᬌ⸛⺖㗴ߥਥޕࠆߔ⸛ᬌࠍ日ᧄ経済ߩߡߌ߆ߦ200�年ࠄ߆1��2年ޔߡߒ↪

࠲ࡄ᥊᳇ᓴⅣߩਥⷐᄌᢙߟᜬࠍⷙቯᕈࠆߔኻߦᶖ⾌ᄌേࠆߌ߅ߦ日ᧄ経済ޔߪ第1ޕࠆ

߫ࠇߔߣߚߒᄌ化ޔߚ߹ޔ߆ߚߒᄌ化ߪ(ࡦ࠲ࡄᄌേࠆߔኻߦ᥊᳇ᄌേߩਥⷐᄌᢙ)ࡦ

✚ࠍᄌ化ߩࡦ࠲ࡄ᥊᳇ᓴⅣߩᄌᢙ⻉ޔߪ第2ޕࠆߢ㗴߁ߣ߆ߚߒᄌ化ߦ߁ࠃߩߤ

วߚߒ⚿ᨐޔߪታ‛経済ߩਇቯ化߁ߣ߆ߔࠄߚ߽ࠍ㗴ޕࠆߢ第3ޔߪታ‛経済ߩ

ਇቯ化ߚߒࠄߚ߽ࠍᐲ⊛ߪࠆᛛⴚ⊛ⷐ࿃ߪ߁ߣ߆㗴ޕࠆߢ 

ᰴߥ߁ࠃߩᚻ㗅ޔߢਥⷐᄌᢙߩᓴⅣ߇ࡦ࠲ࡄᄌ化ࠍ߆߁ߤ߆ߚߒᬌ⸛ߕ߹ޕߚߒᦨೋ

1��2年第1྾ޕߚߌಽߦߟੑࠍᦼ㑆ߩߢ߹200�年ࠄ߆1��2年ߩᓟ⋤ߚߌߓߪ߇࡞ࡉࡃޔߦ

ඨᦼ2001ࠄ߆年第4྾ඨᦼ߹߇ߢ೨ඨᦼ2002ޕࠆߢ年第1྾ඨᦼ200ࠄ߆�年第2྾ඨᦼ߹

ߪ2002年第1྾ඨᦼߣ1��2年第1྾ඨᦼߣࠆࠃߦ᥊᳇日ઃߩ経済ડ↹ᐡޕࠆߢᓟඨᦼ߇ߢ

ਔᣇߦ߽ߣᓴⅣߩ㐿ᆎὐޕࠆߚߦᧄⓂ࠲࠺ޔߪߢ᷹⸘ߩ▵3ࠆߌ߅ߦߩℂ↱ޔࠅࠃߦ

1��2年第1྾ඨᦼߪ᷹⸘ߩࠄ߆ਇน⢻1��5ޔߡߞߢ年第1྾ඨᦼ2001ࠄ߆年第4྾ඨᦼ߹

ࠆߢห৻㧕ߣ▵ᓟඨᦼ㧔㧠ࠍߢ߹200�年第2྾ඨᦼࠄ߆2002年第1྾ඨᦼޔߢ೨ඨᦼࠍߢ

ャ߮ࠃ߅⾗ᛩޔߣߊߠၮߦᨐ⚿ߚߒ᷹⸘ࠍ᥊᳇ᄌേᕈߩャޔ⾗ᛩޔ⾌ᶖޔߡ߃ࠄߣߣ

ߪ᥊᳇ᒢജᕈߩ⾌ᶖޔߛߚޕࠆ߃ߣߚߒჇ大ߊߒ⪺ࠄ߆ߡߞߥߦᓟඨᦼߪ᥊᳇ᒢജᕈߩ

ㅒߦ⧯ᐓᷫዋޔ߇ࠆߡߒ㊂ᦼ㑆ࠆߌ߅ߦᶖ⾌ߩ᥊᳇ᒢജᕈ߇߶߷หߓ᳓Ḱࠆߢὐઁߣ

߃⠨ߡߖࠊวߺ⚵ࠍὐ߈大߇ᢙ୯ߩߘ߽ߡߴᲧߦ᥊᳇ᒢജᕈߩ⾌ᶖࠆߌ߅ߦవ進⻉࿖ߩ

ᓟ߇経済ࡠࠢࡑޔߩߩ߽ߚߞ߆ߥ߈ߢߪߣߎࠆߔసࠍਇᴫߪ日ᧄ経済ޔߪ೨ඨᦼޔߣࠆ

ඨᦼߦᲧߣࠆߴ⋧ኻ⊛ߦቯ⊛ᤨߥᦼޔ߫ࠇ߃߆ޕ߁ࠃ߃ߣࠆߢᓟඨᦼޔߪ日ᧄ

経済ߩ回ᓳߪࠬࡦࡑࠜࡈࡄ㗼⪺ࡠࠢࡑޔߩߩ߽ߚߞߥߦ経済߇ਇቯᤨߥᦼߣࠆߢ
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 ޕ߁ࠃ߃

ᰴޔߦຠଔᩰ߿⾓㊄ߩߤߥਥⷐᄌᢙߩᄌ化₸ࠍⵍ⺑ᄌᢙޔߒߣ↥㊂ᄌ化₸ࠍ⺑

ᄌᢙࠆߔߣන⚐ߥ回Ꮻಽᨆࠍⴕޕߚߞ⺑ᄌᢙ1ߦ྾ඨᦼ2߮ࠃ߅྾ඨᦼࠍࠣߩ⸳ቯߚߒ

 ޕ�ࠆߡߒᱷࠍᨐ⚿ߓห߷߶ߪߣ᷹⸘ߥߒቯ⸳ࠍࠣߣ᷹⸘

ਥⷐᄌᢙߩ᥊᳇ᄌേߦࡦ࠲ࡄ㑐ࠆߔផ⸘⚿ᨐޔߪ࿑5ࠄ߆࿑10ޕࠆߡࠇߐ␜ߦ 

 

図䋵 ਔᦼ㑆䈮䈍䈔るᎿᬺຠᄁ‛ଔのᄌേ䊌䉺ーン   

1992(1Q)-2001(4Q) y = 0.1093x - 1.0656
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y = 0.1852x - 0.1029

R2 = 0.1573
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ᵈ䋺産㊂䈍よびᎿᬺຠᄁ‛ଔのᄌ化₸䈮䈧䈇䈩䈲 IMF International Financial Statistics
䋨㖧࿖㌁ⴕ Economic Statistics System㪑 ECOS ⚻ᷣ⛔⸘シス䊁䊛のᶏᄖㇱ㐷ਛのᣣᧄ䋩 の྾ඨ

ᦼ䊂ー䉺を用䈇た䇯用した䊂ー䉺䈲䇮産㊂䈏㋶Ꮏᬺの䉅の䈪䈅り䇮Ꮏᬺຠᄁ‛ଔ䈲ో産

ᬺの䉅の䈪䈅る䇯⺑ᄌ数の x 䈲䇮産㊂ᄌ化₸䈪䈅る䇯䈖䉏を䉄䈩す䈼䈩のᄌ化₸䈲ኻ೨

ᐕหᦼᲧ䋨න㩼䋩を用した䇯೨ඨᦼの数ᑼ䈮䈍䈔るଥ数とቯ数の䌴୯䈲䇮䈠䉏䈡䉏 2.07 と-2.12

䈪䈅る䇯ᓟᦼ䈲 2..06 と-2.83 䈪䈅る䇯 

 

‛Ꮏᬺຠᄁޔߣࠆߺࠍࡦ࠲ࡄᓴⅣߩᎿᬺຠᄁ‛ଔࠆߡࠇߐ␜ߦ࿑5ޔߕ߹

ଔߩߡߟߦଥᢙޔߪ೨ඨᦼߩଥᢙ0.10ޔ�ᓟඨᦼ0.1�52ߩߘޔࠅߢ大ߪߐ߈ዊߦᄌ

化ߚ߹ޕߚߒቯᢙ㗄߽ᄌ化ޕࠆߡߒ೨ඨᦼߪᒙߥ࡞ࠞࠢࠗࠨࡠࡊᄌേޔ߇ߚߞߢ

ᓟඨᦼ࡞ࠞࠢࠗࠨࡠࡊߪߢᄌേ߇ዋߒ大ޔߢࠈߎߣޕࠆߡߞߥߊ߈ቯᢙ㗄ޔߣࠆߺࠍ

೨ඨᦼ(-1.0�)ߣᓟඨᦼ(-0.10)ߦ߽ߣ⽶୯ޕࠆߡߞߥߦቯᢙ㗄ߩ大ࠍ࠼ࡦ࠻ߪߐ߈␜

 ޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎࠆߡߖߺࠍะࡈ࠺ߦ߽ߣਔᦼ㑆ޔࠅ߅ߡߒ

 

 

 

 

                                            
9 ቝੳ(2000)ޔ߫ࠇࠃߦ㧱㧚߇࡞ࡀ⼏論ࠆߡߒ大㊂↢↥経済ࠆߌ߅ߦଔᩰޔ⾓㊄߿㓹↪

 ޕࠆߢࠄ߆ࠆߔⷐࠍ㑆ᤨߩቯ৻ޔߚࠆߔ㑐ଥ߇ᐲ⊛ⷐ࿃ߪᢛ⺞ߩ
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図㧢 ਔᦼ㑆䈮䈍䈔るᶖ⾌者‛ଔのᄌേ䊌䉺ーン 
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ᵈ䋺産㊂䈍よびᶖ⾌者‛ଔのᄌ化₸䈮䈧䈇䈩䈲 IMF International Financial Statistics䋨㖧࿖㌁

ⴕ Economic Statistics System㪑 ECOS ⚻ᷣ⛔⸘シス䊁䊛のᶏᄖㇱ㐷ਛのᣣᧄ䋩 の྾ඨᦼ䊂ー

䉺を用䈇た䇯用した䊂ー䉺䈲䇮産㊂䈏㋶Ꮏᬺの䉅の䈪䈅り䇮ᶖ⾌者‛ଔ䈲ో産ᬺの䉅の䈪䈅

る䇯す䈼䈩のᄌ化₸䈲ኻ೨ᐕหᦼᲧ䋨න㩼䋩を用した䇯೨ඨᦼの数ᑼ䈮䈍䈔るଥ数とቯ数の䌴

୯䈲䇮䈠䉏䈡䉏-0.91 と 1.32 䈪䈅る䇯ᓟᦼ䈲 2.19 と-0.29 䈪䈅る䇯 

 

図㧣 ਔᦼ㑆䈮䈍䈔るฬ⋡⾓㊄のᄌേ䊌䉺ーン 
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1992(1Ｑ)－2001(4Ｑ）
y = 0.1047x - 0.8588

R
2
 = 0.2931
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ᵈ䋺䊂ー䉺のᚲ䈭䈬䈲図䋶とห䈛䈪䈅る䇯೨ඨᦼの数ᑼ䈮䈍䈔るଥ数とቯ数の䌴୯䈲䇮䈠䉏䈡䉏

2.54 と 4.62 䈪䈅る䇯ᓟᦼ䈲 4.13 と-6䋮䋸䋲䈪䈅る䇯 

 

࿑㧢ࠄ߆ᶖ⾌⠪‛ଔߩ᥊᳇ᓴⅣߩࡦ࠲ࡄᄌ化ޔߣࠆߺࠍਔᦼ㑆ࠨࡦࡁߤࠎߣ߶ߦ߽ߣ

࠲ࡄᓴⅣߩᎿᬺຠᄁ‛ଔߦ߁ࠃߩߎޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎࠆߡߖߺࠍᄌേߥ࡞ࠞࠢࠗ

ߟ߽ࠍⷙቯᕈ߈大ࠆߔኻߦᄌേߩຠଔᩰߪߣߎ߁㆑߇ࡦ࠲ࡄᓴⅣߩᶖ⾌⠪‛ଔߣࡦ
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日ᧄౝߩᵹㅢㇱ㐷߇ሽࠍߣߎࠆߡߒ␜ໂޔߦ․ޕࠆߔᓟඨᦼߩᎿᬺຠᄁ‛ଔߪᒙ

ࠞࠢࠗࠨࡦࡁߡߞߥߣᲑ㓏ߩᶖ⾌⠪‛ଔ߇ߣߎߚߡߖߺࠍᄌേߥ࡞ࠞࠢࠗࠨࡠࡊ

ᵹㅢㇱࠆߔሽߦ㑆ߩߢ߹ᶖ⾌⠪⽼ᄁࠄ߆↥↢Ꮏᬺຠޔࠄ߆ߣߎࠆߡߖߺࠍᄌേߥ࡞

㐷ߩଔᩰߦኻࠆߔⷙቯᕈࠅࠃ߇ᒝߪࠇߎޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎߚߞߥߊዊᴰᮭએ㒠ߩⷙ✭

 ޕ߁ࠃ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ੍᷹ߣࠆߢᨐ⚿ߚࠇࠊⴕ߽ߡ߅ߦᵹㅢㇱ㐷߇

࿑7ࠆߡߒ␜ߦฬ⋡⾓㊄ߩ᥊᳇ᓴⅣޔߪࡦ࠲ࡄ೨ඨᦼߥ࡞ࠞࠢࠗࠨࡦࡁߩᄌേޔ߇

ᓟඨᦼߪߢᒙߥ࡞ࠞࠢࠗࠨࡠࡊᄌേ߳ߣᄌ化ߚ߹ޕߚߒ೨ඨᦼߩᒙ߆࠼ࡦ࠻

ዊᴰᮭએߪᄌ化ߥ߁ࠃߩߎޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎࠆߡߖߺࠍ࠼ࡦ࠻ዋᷫᒙߪߦᓟඨᦼࠄ

㒠ߩ日ᧄࠆߌ߅ߦ⾓㊄ߩ⺞ᢛߩࡦ࠲ࡄᄌ化ࠍ␜ໂޕ߁ࠈ߆ࠃ߽ߡ߃ࠄߣߣߣߎࠆߔ 

 

図㧤 ਔᦼ㑆䈮䈍䈔るታ⾰⾓㊄のᄌേ䊌䉺ーン 
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ᵈ䋺䊂ー䉺のᚲ䈭䈬䈲図䋶とห䈛䈪䈅る䇯೨ඨᦼの数ᑼ䈮䈍䈔るଥ数とቯ数の䌴୯䈲䇮䈠䉏䈡䉏

3.91 と 1.3１䈪䈅る䇯ᓟᦼ䈲-1.20 と 2䋮䋷䋸䈪䈅る䇯 

 

࿑ࠆߡߒ␜ߦ�ታ⾰⾓㊄ߩ᥊᳇ᓴⅣޔߪࡦ࠲ࡄ೨ඨᦼޔߪߡ߅ߦ年₸2.2߁ߣ�

ᒙࠍ࠼ࡦ࠻ᜬߟᒙߥ࡞ࠞࠢࠗࠨࡠࡊᄌേޔ߇ᓟඨᦼޔߪߡ߅ߦ年₸1.1ߣ�

 ޕߚߞࠊᄌߦᄌേߥ࡞ࠢࠗࠨ࠲ࡦ࠙ࠞᒙߟᜬࠍ࠼ࡦ࠻ᒙ߁

࿑ࠆߡߒ␜ߦ�㓹↪㊂ߩ᥊᳇ᓴⅣޔߪࡦ࠲ࡄ೨ඨᦼߥ࡞ࠢࠗࠨࡦࡁߩᄌേޔ߇ᓟඨ

ᦼߪߢ年₸߁ߣ�2.47-ߢ⋧ኻ⊛ߦᒝᷫዋࠍ࠼ࡦ࠻ᜬߟᒙߥ࡞ࠞࠢࠗࠨࡠࡊᄌേ

ߪߣߐዊࠅߥ߆ߪࠅࠃ୯ࠆߔᗐቯߡ߅ߦ大㊂↢↥経済߇࡞ࡀ.Eߪ୯ߩߎޕߚߞࠊᄌߦ

⠨ޔ߇ࠆࠇࠄ߃ਔᦼ㑆ࠆߌ߅ߦᄌേߩࡦ࠲ࡄ⏕ߥᄌ化ߪߌߛᵈ⋡ߦࠆߔ୯ߚ߹ޕࠆߔ

㓹ߪᄌേߥ߁ࠃߩߎࠆߌ߅ߦ日ᧄ㜞߇⒟ᐲߩ㓹↪㓚ߡߴᲧߣవ進⻉࿖ߩߤߥࠞࡔࠕ

 ޕ߁ࠃ߃ߣࠆߔໂ␜ࠍᄌ化ߩࡦ࠲ࡄᢛ⺞߮ࠃ߅ᐲࠆߔ㑐ߦ↪
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図� ਔᦼ㑆䈮䈍䈔る㓹用㊂のᄌേ䊌䉺ーン  
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ᵈ䋺䊂ー䉺のᚲ䈭䈬䈲図䋶とห䈛䈪䈅る䇯೨ඨᦼの数ᑼ䈮䈍䈔るଥ数とቯ数の䌴୯䈲䇮䈠䉏䈡䉏-

0.41 と-3.47 䈪䈅る䇯ᓟᦼ䈲 4.12 と-3.99 䈪䈅る䇯 

 

ᦨᓟޔߦታ⾰✚⾓㊄ᚲᓧࡠࠢࡑޔߪ経済⊛㧔ਇ㧕ቯᕈ್ࠍᢿࠆߔޔߢᦨ߽㊀ⷐߥᄌ

ᢙߢ▵2ޕࠆߢㅀޔߦ߁ࠃߚߴE.ߩߎޔߪ࡞ࡀᄌᢙߩᓴⅣࠢࠗࠨ࠲ࡦ࠙ࠞ߇ࡦ࠲ࡄ

ታ‛⊛ਇቯᕈߩ大㊂↢↥経済㧔㧕ޔࠍߣߎߚߒᄌ化ߦ࡞ࠞࠢࠗࠨࡠࡊࠄ߆࡞ࠞ

߅ߦផ⸘ᑼࠆߔ㑐ߦታ⾰✚⾓㊄ᚲᓧޔߦ߁ࠃߔ␜ߦ࿑10ޕࠆߡߒߥߺߣၮᧄ⊛ේ࿃ߩ

Ⴧߦ⪺㗼ߣ0.2�5߳ߪߦᓟඨᦼޔ߇ߚߞߢ0.437-ߪߦ೨ඨᦼ߇ଥᢙߩ₸㊂ᄌ化↥ޔߡ

ടޔߜࠊߥߔޕࠆߡߒ೨ඨᦼߩᒝߥ࡞ࠞࠢࠗࠨ࠲ࡦ࠙ࠞᄌേޔ߇ᓟඨᦼࡠࡊߪߢ

ࠅߥ߆ߡߓᔕߦ᥊᳇ᄌേ߇ታ⾰✚⾓㊄ᚲᓧޔߪᓟඨᦼޕࠆߡߖߺࠍᄌേߥ࡞ࠞࠢࠗࠨ

大ߊ߈ਅߢ▵2ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃ࠄߣߣߚߞߥߦ߁ࠃࠆߔ⚫ߚߒE.ߩ࡞ࡀℂ論⊛ࡕ

日ᧄ経済ޔࠅ߇ߥߟߦߣߎߊേߦᣇะߓห߇ߣᛩ⾗ᡰߣᶖ⾌ᡰߪࠇߎޔߣ߁ᓥߦ࡞࠺

              ޕࠆߔᗧࠍߣߎߚߞ߹㜞߇ਇቯᕈߩߢታ‛㕙ࠆߌ߅ߦ

  ࿑10ޔߪ↥㊂ᄌ化₸ߣታ⾰✚⾓㊄ᚲᓧᄌ化₸ߩߣ㑐ଥޕࠆߢߩ߽ߚߒ␜ࠍߩ࿑

ࠇߐ␜ߢᮮゲޔߜࠊߥߔޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎᒝߦ㕖Ᏹ߇㑐㑐ଥ⋦ߩ⽶ߦ㑆ߩ୯ߩߟੑߩߎߪ

ᣇะߩㅒߪߣࠇߘߪ₸ታ⾰✚⾓㊄ᚲᓧᄌ化ࠆࠇߐ␜ߢゲ❑ޔߣࠆߔᄌ化߇₸㊂ᄌ化↥ࠆ
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Ⴧ߇₸㊂ᄌ化↥ޔߜࠊߥߔޕࠆߡߒ␜ߦ⍎ࠍߣߎࠆ߇㑐㑐ଥ⋦ߩᱜᒝߦ㑆ߩߣ

ടߣࠆߔታ⾰✚⾓㊄ᚲᓧᄌ化₸߽Ⴧടޔߒᒙߦ೨⠪ᷫ߇ዋߣࠆߔᓟ⠪߽ᷫዋޕࠆߔਔᦼ㑆

✚⾰ታޔߦ․ޔ߇ࠆ߇㆑ߥ⏕ߪߦ㑆ߩࡦ࠲ࡄ᥊᳇ᓴⅣߩታ⾰✚⾓㊄ᚲᓧࠆߌ߅ߦ

⾓㊄ᚲᓧޔߪዊᴰᮭߩ経済ᡷ㕟ߌࠊࠅߣޔഭᏒ႐ࠍࠖ࠹ࡆࠪࠠࡈߩᒝ化ࠆߔᐲ

ᡷ㕟ࠍⴕߚߞએ㒠ߪߡ߅ߦ㗼⪺ߦ࡞ࠞࠢࠗࠨࡠࡊߦᄌേࠍߣߎߚߞߥߦ߁ࠃࠆߔᵈ⋡

 ޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ
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図10 ਔᦼ㑆䈮䈍䈔るታ⾰総⾓㊄ᚲᓧのᄌേ䊌䉺ーン  
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ᵈ䋺䊂ー䉺のᚲ䈭䈬䈲図䋶とห䈛䈪䈅る䇯೨ඨᦼの数ᑼ䈮䈍䈔るଥ数とቯ数の䌴୯䈲䇮䈠䉏䈡䉏-

1.49 と-0.92 䈪䈅る䇯ᓟᦼ䈲 8.96 と-2.61 䈪䈅る䇯  

 

ታ⾰✚⾓㊄ᚲᓧ࡞ࠞࠢࠗࠨࡠࡊߩᕈࠍ㜞ߚේ࿃ߪޕ߆߁ࠈߛE.߇࡞ࡀㅀ߁ࠃࠆߴ

ߣᨐ⚿ߚࠇߐว✚߇ᄌ化ߩࡦ࠲ࡄᢛ⺞ߩഭᏒ႐ߣᄌ化ߩࡦ࠲ࡄᢛ⺞ߩຠᏒ႐ޔߦ

ຠᏒࠆߌ߅ߦ日ᧄޔߡߞ߇ߚߒޕࠆߔᄌ化߇ࡦ࠲ࡄ᥊᳇ᓴⅣߩታ⾰✚⾓㊄ᚲᓧޔߡߒ

႐ߣഭᏒ႐ߩࠇߙࠇߘޔ⺞ᢛߩࡦ࠲ࡄᄌ化ࠆߴ⺞ࠍᔅⷐޕࠆ߇ታ⾰✚⾓㊄ᚲᓧޔߪ

ታ⾰⾓㊄(ฬ⋡⾓㊄�ᶖ⾌⠪‛ଔ)ߣ㓹↪㊂ߩⓍߩߘޕࠆߢޔታ⾰⾓㊄ߣ㓹↪㊂ߩᓴⅣ

ߢᶖ⾌⠪‛ଔߣฬ⋡⾓㊄ߪታ⾰⾓㊄ޔ߫ࠇߤߚࠍరߦࠄߐޕࠆߢ㊀ⷐ߇ᄌ化ߩࡦ࠲ࡄ

ቯޔ߇ࠆࠇߐ࿑㧢ޔߣࠆࠃߦᶖ⾌⠪‛ଔߩ᥊᳇ᓴⅣߤࠎߣ߶ߪࡦ࠲ࡄᄌ化ߥߡߒ

ߩࡦ࠲ࡄᓴⅣߩታ⾰✚⾓㊄ᚲᓧࠆߌ߅ߦ日ᧄ経済ߩዊᴰᮭએ㒠ޔዪ⚿ޔࠄ߆ࠆߢߩ

ᄌ化ࠍ⠨ޔߪߦߚࠆ߃ฬ⋡⾓㊄߮ࠃ߅㓹↪㊂ߩᓴⅣߩࡦ࠲ࡄᄌ化ࠆߔ⋠⌕ߦᔅⷐ߇
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߆ߦᓟඨᦼࠄ߆೨ඨᦼ߽ߣਔ⠪ޔߣࠆߺࠍផ⸘ᑼߩ㓹↪㊂ߣฬ⋡⾓㊄ߩ�࿑߮ࠃ߅࿑7ޕࠆ

ޕࠆߢᣇߩ㓹↪㊂ߪߩ߈大߇ߩᄌ化ޔߜ߁ߩߎޕࠆߡߒᄌ化߇ផ⸘୯ߩଥᢙߡߌ

大߇ᣇߩࡦ࠲ࡄᢛ⺞ߩ↪㓹ޔ߇ߚߒᄌ化߇ࡦ࠲ࡄᢛ⺞ߩᣇޔ↪㓹ߣ㊄⾓ޔߜࠊߥߔ

ߦᄌ化ߩߘޕߚߒ⚿ᨐޔߡߒߣታ⾰✚⾓㊄ᚲᓧ࡞ࠞࠢࠗࠨࡠࡊߩᕈ߇㜞߹ޕߚߞ 

ዊᴰᮭߩ᭴ㅧᡷ㕟ࠍႺߦ․ޔߦડᬺߩ㓹↪㊂ߩቯࠅߥ߆ޔߡ߅ߦ大ߥ߈ᄌ化߇

ࠃࠍේ࿃ߚ㜞ࠍᕈ࡞ࠞࠢࠗࠨࡠࡊߩታ⾰✚⾓㊄ᚲᓧޔߡߞ߇ߚߒޕࠆ߈ߢផ᷹ߣߚ߈

ߦ࿑㧥ޕࠆ߇ᔅⷐࠆߔ⸛ᬌߊߒߣߞ߽ޔߡߒ㑐ߦቯߩ↪㓹ޔߪߦߚࠆߔߦ⏕ࠅ

ߦ㕖Ᏹ߇ቯଥᢙߡߒ㑐ߦ㓹↪㊂ޔߪߢන⚐回Ꮻߩ߳₸㊂ᄌ化↥ޔߦ߁ࠃࠆߡࠇߐ␜

ዊߪࠇߎޕߐ㓹↪㊂ᄌ化ࠍ⺑ࠆߔ㊀ⷐߥᄌᢙ߇↥㊂એᄖ߽ߦሽߡߒ␜ࠍߣߎࠆߔ

ߚߞࠊᄌߦ߁ࠃߩߤߦႺࠍ᭴ㅧᡷ㕟ߩዊᴰᮭ߇ࡦ࠲ࡄᢛ⺞ߩ㓹↪㊂ޔߪߢ▵ᰴޕࠆ

 ޕࠆߔߦ߆ࠄޔߡߞࠃߦߣߎ߁ⴕࠍ回Ꮻಽᨆߥන◲ߡߒㅊടࠍᄌᢙ⺑ޔࠍ߆ߩ

 

㧡㧚ᣣ本の㓹↪定࠲ࡄーࡦのᄌ化�

 

ߣ↪⾌㊄⾓ޔຠଔᩰޔ⋊経Ᏹ߮ࠃ߅ᄁ㜞ߩડᬺޔ߇₸㓹↪㊂ᄌ化ޔߪߢ▵ߩߎ

 ޕࠆߔ⸽ᬌࠍᄌ化ߩࡦ࠲ࡄ㓹↪ቯߩ日ᧄޔߢਅߩ⺑߁ߣࠆࠇߐቯߡߞࠃߦᄌᢙ߁

 

 図11 㓹用㊂ᄌ化₸とᶖ⾌者‛ଔᄌ化₸の㑆の⋧関関ଥ 
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ᵈ䋺䊂ー䉺のᚲ䈭䈬䈲図䋶とห䈛䈪䈅る䇯೨ඨᦼの数ᑼ䈮䈍䈔るଥ数とቯ数の䌴୯䈲䇮䈠䉏䈡䉏

6.92 と-4.73 䈪䈅る䇯ᓟᦼ䈲 5.21 と-2.03 䈪䈅る䇯  
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࿑11ޔߪ㓹↪㊂߇ᶖ⾌⠪‛ଔߩᄌേߌߛࠇߤߦᒢജ⊛ߦേޕࠆߡߒ␜߆ߩߊਔᦼ㑆ߣ

⊛ᒢജߪߢᓟඨᦼޔ߇ࠆߡേߦ⊛ᒢജߦ㕖Ᏹߡߒኻߦᄌേߩᶖ⾌⠪‛ଔߪ㓹↪㊂ߦ߽

 ޕࠆߡߞߥߊ߈大ߡᭂ߇ᄌേߥ

 

図12 㓹用㊂ᄌ化₸とᎿᬺຠ‛ଔᄌ化₸の㑆の⋧関関ଥのᄌ化 
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2002(1Q)-2006(2Q) y = 1.1573x - 2.3218

R2 = 0.9349
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ᵈ䋺䊂ー䉺のᚲ䈭䈬䈲図䋶とห䈛䈪䈅る䇯೨ඨᦼの数ᑼ䈮䈍䈔るଥ数とቯ数の䌴୯䈲䇮䈠䉏䈡䉏

3.01 と-2.01 䈪䈅る䇯ᓟᦼ䈲 8.42 と-4.53 䈪䈅る䇯   

 

࿑12ޔߪ㓹↪㊂߇Ꮏᬺຠᄁ‛ଔߩᄌേߌߛࠇߤߦᒢജ⊛ߦേޕࠆߡߒ␜߆ߩߊਔ

ᦼ㑆ߦ߽ߣ㓹↪㊂ߪᎿᬺຠᄁ‛ଔߩᄌേߦኻߡߒ㕖Ᏹߦᒢജ⊛ߦേޔ߇ࠆߡᓟඨ

ᦼߪߢᒢജ⊛ߥᄌേߡᭂ߇大ޕࠆߡߞߥߊ߈ 

࿑11ߣ࿑12ߺ⚵ࠍߣวߡߖࠊ⠨ޔߣࠆ߃㓹↪ቯߦኻࠆߔຠଔᩰߟ߽߇ⷙቯᕈߪਔᦼ

㑆ߦ߽ߣᒝޔ߇ࠆ߆ࠊ߇ߣߎᓟඨᦼߩߘߪߢⷙቯᕈࠅࠃ߇ᒝࠅ߹ߟޕߚߞߥߊዊᴰᡷ㕟

એ㒠ߩ日ᧄޔߪߢ㓹↪㊂ߣຠଔᩰߩߣ㑆ߩᱜߩ㑐ଥ߇ᒝޕߚߞߥߊ 

࿑13ޔߪ㓹↪㊂߇ฬ⋡⾓㊄ߩᄌേߌߛࠇߤߦᒢജ⊛ߦേޕࠆߡߒ␜߆ߩߊਔᦼ㑆߽ߣ
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ᄌߥ⊛ᒢജߪߢᓟඨᦼޔ߇ࠆߡേߦ⊛ᒢജߦ㕖Ᏹߡߒኻߦᄌേߩฬ⋡⾓㊄ߪ㓹↪㊂ߦ

േߡᭂ߇大ޕࠆߡߞߥߊ߈ 

 

図13 㓹用㊂ᄌ化₸とฬ⋡⾓㊄ᄌ化₸の㑆の⋧関関ଥのᄌ化            
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ᵈ䋺䊂ー䉺のᚲ䈭䈬䈲図䋶とห䈛䈪䈅る䇯೨ඨᦼの数ᑼ䈮䈍䈔るଥ数とቯ数の䌴୯䈲䇮䈠䉏䈡䉏

1.84 と-1.09 䈪䈅る䇯ᓟᦼ䈲 4.01 と-2.49 䈪䈅る䇯   

 
 ⚿ዪޔᓟඨᦼޔߪߢ㓹↪㊂߇ડᬺߩ⾓㊄⾌↪ߩᄌേߦ㕖Ᏹߦᒢജ⊛ߦേߚߞߥߦ߁ࠃߊ

 ޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎ

࿑14ޔߪ㓹↪㊂߇ડᬺߩᄁ㜞ᄌ化₸ߩᄌേߌߛࠇߤߦᒢജ⊛ߦേޕࠆߡߒ␜߆ߩߊ

೨ඨᦼߩ⽶ߩ⋧㑐㑐ଥޔࠄ߆ᓟඨᦼߪߢᒢജ⊛ߥᄌേߡᭂ߇大ޔࠅ߹ߟޕࠆߡߞߥߊ߈

೨ඨᦼߩߢ㓹↪㊂ߪડᬺߩᄁ㜞ߩᄌേ߿߿ߪߣㅒߩᣇะߦᄌേޔ߇ߚߡߒᓟඨᦼߩߢ

㓹↪㊂ߪડᬺߩᄁ㜞ߩᄌേߦ㕖Ᏹߦᒢജ⊛ߦേޕ߁ࠃ߃ߣߚߞߥߦ߁ࠃߊ 
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図 14 㓹用㊂ᄌ化₸とᄁ㜞ᄌ化₸の㑆の⋧関関ଥのᄌ化 
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2002(1Q)-2006(2Q) y = 0.6639x - 2.8327
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ᵈ䋺䊂ー䉺のᚲ䈭䈬䈲図䋶とห䈛䈪䈅る䇯た䈣䇮ᄁ㜞ᄌ化₸䈲財ോ⋭のᴺ人ડᬺ⛔⸘྾ඨᦼ

⺞ᩏᤨ♽䊂ー䉺䈎䉌ᚻした(ኻ೨ᐕหᦼᲧ)䇯೨ඨᦼの数ᑼ䈮䈍䈔るଥ数とቯ数の䌴୯䈲䇮

䈠䉏䈡䉏-2.07 と-4.67 䈪䈅る䇯ᓟᦼ䈲 3.32 と-2.70 䈪䈅る䇯    

 

 ࿑15ޔߪ㓹↪㊂߇ડᬺߩ経Ᏹ⋉ᄌ化₸ߩᄌേߌߛࠇߤߦᒢജ⊛ߦേޕࠆߡߒ␜߆ߩߊ

೨ඨᦼߪߦਔ⠪ߩ㑆ߩ⋧㑐㑐ଥ߇ሽߦߣߎߚߞ߆ߥߡߒኻޔߡߒᓟඨᦼࠊࠃߪߢㅒ

 ޕࠆߡߖߺࠍ㑐㑐ଥ⋦ߩ

࿑14ߣ࿑15ߺ⚵ࠍߣวߡߖࠊ⠨ޔߣࠆ߃ዊᴰᡷ㕟એ㒠ߩ日ᧄߩ㓹↪ޔߪ࿅ᷤߩߤߥ

ᐲ⊛ⷐ࿃ߡߞࠃߦ経Ᏹ⋉ߩᄌേߩߤߥ⋉ᕈߔ␜ࠍᜰᮡߦၮߡߠቯߪߢߩࠆࠇߐ

ᄁߩડᬺޔ(߇ࠆߡߞߥߊᒙߪ⺞㓹↪ቯၮߥ߁ࠃߩߎࠄ߆1��0年ઍೋߣ߽ߣ߽)ߊߥ

㜞ߡߞࠃߦ大ߊ߈ᄌ化ߥ⊛ဳౖࠆߔ⧷☨ဳၮ⺞߳ޕࠆ߁ࠇߐ㉼⸂ߣߣߎߚߒ࠻ࡈࠪߣ 
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࿑ 15 㓹↪㊂ᄌ化₸ߣ経Ᏹ⋉ᄌ化₸ߩ㑆ߩ⋧㑐㑐ଥߩᄌ化 
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ᵈ䋺䊂ー䉺のᚲ䈭䈬䈲図䋶とห䈛䈪䈅る䇯た䈣䇮⚻Ᏹ⋉ᄌ化₸䈲財ോ⋭のᴺ人ડᬺ⛔⸘྾ඨ

ᦼ⺞ᩏᤨ♽䊂ー䉺䈎䉌ᚻした(ኻ೨ᐕหᦼᲧ)䇯೨ඨᦼの数ᑼ䈮䈍䈔るଥ数とቯ数の䌴୯䈲䇮

䈠䉏䈡䉏-1.34 と-2.06 䈪䈅る䇯ᓟᦼ䈲-1.25 と-3.71 䈪䈅る䇯     
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日ᧄ࠻ࡐࠦߩ㨯ࠟߣࠬࡦ࠽ࡃ㓹↪⺞ᢛߩᄙ᭽ᕈ㧦 
ડᬺ࡞ࡀࡄ㨯ࠆࠃߦ࠲࠺ታ⸽ಽᨆ 

 

 

ᮮᵿ࿖┙大学 (㒮)  ᩙ↰ኡਯ 
ⷐᣦ 
 ᧄⓂޔߪߢ日ᧄડᬺߩᩣᑼ᭴ᚑ߿㌁ⴕ୫߇㓹↪⺞ᢛߦਈࠆ߃ᓇ㗀ߡߟߦቯ㊂⊛

ޕࠆߔ⠨ኤߡߟߦ㑐ଥߩ㓹↪⺞ᢛߣࠬࡦ࠽ࡃ㨯ࠟ࠻ࡐࠦޔࠅࠃߦߣߎ߁ⴕࠍಽᨆߥ

ౕ⊛࠻ࡐࠦߕ߹ޔߪߦ㨯ࠟߩࠬࡦ࠽ࡃᜰᮡࠆߢᩣᑼ᭴ᚑ߿⽶ௌ᭴ㅧߩ․ᓽޔ

1980 年ઍએ㒠ߩേะ࠻ࠢࠔࡈߡߟߦ㨯ࠍࠣࡦࠖ࠺ࡦࠗࠔࡈⴕߩߘޕ߁߇ࠄࠇߘޔߢ㓹

↪⺞ᢛߦਈࠆ߃ᓇ㗀ࠍ⠨ᘦߚߒേ学⊛ߥഭ㔛ⷐ㑐ᢙࠍផቯޔࠦߒ ࠬࡦ࠽ࡃ㨯ࠟ࠻ࡐ

 ޕߚߞߥߣ߆ࠄ߇ὐߩએਅࠄ߆ផቯ⚿ᨐޕࠆߔಽᨆࠍᓇ㗀ߚ߃ਈߦ㓹↪⺞ᢛ߇ᄌ化ߩߘߣ

 第৻ޔߦડᬺࠬࡦ࠽ࡃࠟߩ᭴ㅧ߇㓹↪⺞ᢛߦਈࠆ߃ᓇ㗀ߪડᬺⷙᮨޔࠅߥ⇣ߡߞࠃߦਛ

ዊ㨯ਛၷડᬺߪߢ㌁ⴕ୫Ყ₸ߩ㜞ડᬺޔߢ大ડᬺߪߢᄖ࿖╬ᜬᩣᲧ₸ߩ㜞ડᬺޔߢ㓹

↪⺞ᢛㅦᐲ߇ㅦߚ߹ޕߚࠇߐ␜߇ߣߎࠆߥߊ大ડᬺߪߢ㌁ⴕ୫Ყ₸߇㜞ޔߊᬺᴺੱߦ

ߪะߚߒ߁ߎޕࠆߥߊㆃߪ㓹↪⺞ᢛㅦᐲߤ߶ડᬺ㜞߇₸ᜬᩣᲧࠆࠃ 1990 年ઍߦ⏕

化ޔࠅ߅ߡߒડᬺࠟߣࠬࡦ࠽ࡃ㓹↪⺞ᢛ߇ᄙ᭽化ޕࠆߡߒ 

 第ੑ1990ޔߦ 年ઍએ㒠ޔߪߢડᬺࠬࡦ࠽ࡃࠟߩ᭴ㅧ߇㓹↪⺞ᢛㅦᐲߦਈࠆ߃ᓇ㗀ߪ↥ᬺ

┹ࠆߔ㕙⋤߇ᬺ↥ߩߘޔ߇ലᨐߩ᭴ㅧࠬࡦ࠽ࡃࠟޔߪࠇߎޕߚࠇߐ␜߇ߣߎࠆߥ⇣ߦߣߏ

ⅣႺޔ↢↥ᛛⴚߩ❰⚵↥↢߿ᄌ化ޔߤߥ↥ᬺ․ᕈߡߞࠃߦᄌ化ࠍߣߎࠆߔ␜ໂޕࠆߔ 

       

 ߦߓߪ .1
  

↪㓹ߣࠆߔᲧセߣవ進⻉࿖ߩઁޔࠇࠊⴕߦ߆߿✭⊛Ყセߪ㓹↪⺞ᢛߩ日ᧄડᬺߢ߹ࠇߎ

⺞ᢛㅦᐲߪㆃߚ߈ߡࠇࠊߣ(᧻(1995))1990ޔߒ߆ߒޕ 年ઍએ㒠ޔ㨬ㆊ㓹↪㨭ޔ㨬ㆊ

ௌോ㨭ޔ㨬ㆊ⸳㨭ߦ߁ࠃߔ␜߇⪲⸒߁ߣડᬺߪ❣ᬺߩૐㅅߩߘޔߒਛߢ大ⷙᮨߥ㓹↪

ᷫ߇大ડᬺ߽ߡ߅ߦⴕߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇࠊ(Chuma(2002))ޕหᤨߦㄭ年ޔ日ᧄડᬺߩ

㓹↪⺞ᢛㅦᐲߪޔߡߟߦߣߎࠆߡߒᮘญ(2001)߇ⴕࡠࠢࡑߚߞ㨯ࠆࠃߦ࠲࠺ಽᨆ

ߡ߈ߡߞ߹ㅦߗߥޔߪ㓹↪⺞ᢛߩ日ᧄߚ߈ߡࠇߐߣㆃߴᲧߣᄖ࿖⻉ޕࠆࠇߐ⏕ࠄ߆

 ޕ߆߁ࠈߢߩࠆ

 ᧄⓂߪߢ日ᧄߩ㓹↪⺞ᢛߦᓇ㗀ࠍਈߚ߃ⷐ࿃࠻ࡐࠦߡߒߣ㨯ࠟࠬࡦ࠽ࡃ(એਅߪߢ

ὶߦലᨐߩ㌁ⴕ୫ߣᩣᑼ᭴ᚑߦ․ޕࠆߍࠅขࠍ(ࠆ߽ߣߎ߁ߣ᭴ㅧࠬࡦ࠽ࡃࠟ

ὐޔࠦߡࠍ ផࠍഭ㔛ⷐ㑐ᢙߥ⊛േ学ࠍᓇ㗀ࠆ߃ਈߦ㓹↪⺞ᢛ߇ࠬࡦ࠽ࡃ㨯ࠟ࠻ࡐ

ቯߡߞࠃߦߣߎࠆߔޕࠆߔߦ߆ࠄ 

日ᧄ࠻ࡐࠦߩ㨯ࠟߦࠬࡦ࠽ࡃ㑐ޔߡߒAoki(1994)ޔߪ㓹↪ࠪࠬߣࡓ࠹㊄Ⲣࠪࠬ࠹

㨯࠻ࡐࠦࠆߔߣਛᔃࠍࠢࡦࡃ㨯ࡦࠗࡔߪߡ߅ߦ日ᧄޔࠅ߇ᐲ⊛ቢᕈߦ㑆ߩࡓ

ࠃߦ論⼏ߩߎޕࠆߔਥᒛߣޔࠆߔሽ߇ᐲ⊛ቢᕈߦ㑆ߩߣ㐳ᦼ㓹↪ᘠⴕߣࠬࡦ࠽ࡃࠟ
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ޔ߇ࠆࠇࠄីߡߞࠃߦ経༡⠪ߪᮭ࡞ࡠ࠻ࡦࠦߩડᬺߪߦ߈ߣߥᅢ⦟߇❣ᬺߩડᬺޔ߫ࠇ

ᬺ❣ਇᝄߦ㒱ߚߞ႐วߪߦௌᮭ⠪ࡦࠗࡔࠆߢ㨯ޔ߈ߣߩߎޕࠆߥߦߣߎࠆߔ࠻ࡈࠪߦࠢࡦࡃ

ߡߞࠃߦߣߎࠆߔ⛯ሽ߇ડᬺޔߊߥߪߢߩࠆߔ▚ᢔ㨯ᷡ⸂ࠍડᬺߦߜߛߚߪࠢࡦࡃ㨯ࡦࠗࡔ

ޔౣߒᢇ済ࠍડᬺޔ߫ࠄߥࠆߔ↢⊑߇࠻ࡦߦࠢࡦࡃ㨯ࡦࠗࡔ ⚵❱化ߥ߁ࠃߩߎޕࠆߔ㊄Ⲣ

⾗⊛ੱࠆߔኻߦഭ⠪ޔ߈ߢ߇ߣߎ߁ⴕࠍ経༡ߚߞ┙ߦ㐳ᦼ⊛ⷞὐߪડᬺޔਅߩࡓ࠹ࠬࠪ

ᧄᛩ⾗߇ଦ進ޔߚ߹ޕࠆࠇߐડᬺ㑆ߩᩣᑼᜬߜว߽日ᧄ࠻ࡐࠦߩ㨯ࠟߩࠬࡦ࠽ࡃ․

ᓽޕࠆߢߟ৻ߩᩣᑼߩᜬߜวޔߪᢜኻ⊛⾈ࠍ㒐ࠅࠃߦߣߎߋ経༡⠪ߩࠍቯߐ

㨯ࠟ࠻ࡐࠦߩ日ᧄߥ߁ࠃߩߎޕࠆࠇߐߣࠆ߇ᓎഀࠆߔቢࠍࠢࡦࡃ㨯ࡦࠗࡔޔߖ

⹏ߡߒߣߩ߽ߚߒነਈߦડᬺᚑ㐳ޔߒߦน⢻ࠍડᬺ経༡ߩⷞὐߥ⊛㐳ᦼߩડᬺߪࠬࡦ࠽ࡃ

ଔޕ1ߚ߈ߡࠇߐ 

1980ޔߒ߆ߒ  年ઍએ㒠ޔ⾗ᧄᏒ႐ߩᲑ㓏⊛ߥⷙ✭ࠅࠃߦડᬺߩ⾗㊄⺞㆐ᚻᲑߪᄙ᭽

化ޕߚߒ৻ᣇߢ⾗ᧄᏒ႐ߩⷙ✭ߪߣ1990ޔߦ 年ઍೋ㗡࡞ࡉࡃߩ፣უᓟޔᄙߩߊ㌁ⴕ

ㇱ㐷ߪਇ⦟ௌᮭࠍᛴࠬࡦࡃޔ߃㨯ࠪߩ࠻ᡷༀޔߦߚߩߚߡߒડᬺߩᩣᑼࠍᄁළ

ᜬᩣᄁළߩ㌁ⴕߪዉߩଔ会⸘ᐲᤨࠆࠃߦ⸓ᡷߩ会⸘ᐲߦࠄߐޕߚࠇࠄㄼߦᔅⷐࠆߔ

ߊ߈ᩣᑼ᭴ᚑ߽大ޔߊߥߪߢߌߛ㊄⺞㆐ᚻᲑ⾗ߩડᬺޔᨐ⚿ߩߎޕࠆߡጀᒝ৻ࠍ

ᄌ化ߩߢ߹ࠇߎޔߒ日ᧄ࠻ࡐࠦߩ㨯ࠟߩࠬࡦ࠽ࡃ․ᓽߚ߈ߡࠇߐߣⷐ⚛߇大ߊ߈ᄌ化

 ޕࠆߡߒ

߅ߦડᬺߩߡߴߔߪᄌ化ߩߘޔᓽ․ߩௌ᭴ㅧ⽶߿ᩣᑼ᭴ᚑޔߪ߈ߴߔᵈᗧߒߛߚ 

ߥ₸ௌᲧ⽶߿ᩣᑼ᭴ᚑޔߦ߁ࠃࠆߔ⺑ߢ▵ᰴޕࠆߢߣߎ߁ߣޔߥߪߢ᭽৻ߡ

ߦ㓹↪⺞ᢛޔߚࠆߥ⇣ߢડᬺ㑆ߪ᭴ㅧࠬࡦ࠽ࡃࠟߩડᬺࠅ߹ߟޕࠆߥ⇣ߢડᬺⷙᮨߪߤ

ਈࠆ߃ⷐ࿃ߩߘޔലᨐ߽↥ᬺ㑆ޔડᬺ㑆ߢ㆑ߣࠆߡߓ↢߇⠨ߩߎޕࠆࠇࠄ߃ᗧޔߢ

日ᧄડᬺߩ㓹↪⺞ᢛߪᄙ᭽化ޕ߆߁ࠈߛߥߪߢߩࠆߡߒ 

ᧄⓂޔߪߢડᬺߩᩣᑼ᭴ᚑ߿㌁ⴕ୫Ყ₸߇ડᬺߩ㓹↪⺞ᢛߦਈߚ߃ᓇ㗀ߩߘޔࠍ

ലᨐࠍ⠨ᘦߚߒേ学⊛ߥഭ㔛ⷐ㑐ᢙࠍផቯߡߞࠃߦߣߎࠆߔߩߘޕࠆߔߦ߆ࠄ㓙ޔડ

ᬺⷙᮨޔᬺ↥߿ផቯᦼ㑆ࠆࠃߦᓇ㗀ޔࠅࠃߦߣߎࠆߔ࡞ࡠ࠻ࡦࠦࠍᩣᑼ᭴ᚑ߇㓹↪

⺞ᢛߦਈࠆ߃ⷐ࿃ߥ✺♖ࠅࠃߡߟߦಽᨆࠍⴕޕ߁ 

ᧄⓂߩ᭴ᚑߪએਅߩㅢޕࠆߢࠅᰴ▵ޔߪߢ日ᧄࠬࡦ࠽ࡃࠟࠆߌ߅ߦ᭴ㅧߘޔߡߟߦ

ߣᓽ․ߩ 1980 年એ㒠ߩേะࠍⷰ3ޕࠆߔ 4ޔߒᢛℂࠍవⴕ⎇ⓥࠆߔ㑐ߦ㓹↪⺞ᢛߢ▵ ▵

5ޕࠆߴㅀߡߟߦ࠲࠺ߣ࡞࠺ࡕផቯࠆߔ↪ߢታ⸽ಽᨆߩᧄⓂߪߢ ␜ࠍផቯ⚿ᨐߪ▵

 ޕࠆߴㅀࠍ論⚿ߦᦨᓟޔߒ

 

 ᄌኈߩ᭴ㅧࠬࡦ࠽ࡃ㨯ࠟ࠻ࡐࠦ .2
  

ޔࠦߢታ⸽⊛⎇ⓥޔ⊛ℂ論ߚ߈ߡࠇࠊⴕߊᄙߦߢ߹ࠇߎ  ᣇࠅߩࠬࡦ࠽ࡃ㨯ࠟ࠻ࡐ

ࠍᕈ․ߩ᭴ㅧࠬࡦ࠽ࡃࠟߢਛߩߎޕ2ߚ߈ߡࠇߐ៰ᜰ߇ߣߎߔ߷ࠍᓇ㗀ߦડᬺ経༡ޔ߇

ߔᄌᢙߦ․ߡߒߣᵈ⋡ޔ߇ߩߚ߈ߡࠇߐᩣᑼ᭴ᚑޔ⾗ᧄ᭴ᚑޔข✦ᓎ会᭴ᚑޕࠆߢ

ߪߡߟߦᩣᑼ᭴ᚑߦ․ 2000 年એ㒠ޔᄙߩߊ⎇ⓥ߇⫾Ⓧޕࠆߡࠇߐ 

                                                  
ߩડᬺޔߒ⊑⺃ࠍ࠼ࠩࡂ㨯࡞ࡕߩ経༡⠪ࠈߒߪ፣უએ㒠࡞ࡉࡃޔߪߡߟߦᯏ⢻ߩࠢࡦࡃ㨯ࡦࠗࡔ 1

 ޕ(ౝ㨯⧎ፒ(2000)ၳ)ࠆᛕ್߽߁ߣߚߖࠄㆃࠍ✬ౣ
 ޕෳᾖࠍߤߥVives(2000)ޔዊ㊁(2001)ߪᢛℂߥ⊛൮ߩࠬࡦ࠽ࡃ㨯ࠟ࠻ࡐࠦ 2

 2



ᧄ▵ޔߪߢᏒ႐(ࡠࠢࡑ)ߩ࡞ࡌᩣᑼ᭴ᚑߩ․ᓽࠍᢛℂޔߦ߽ߣߣࠆߔᧄⓂߢ↪

 ޕࠆߔⷰࠍേะߩߘޔߒߦ߆ࠄࠍᓽ․ߩᩣᑼ᭴ᚑߩ࡞ࡌડᬺޔࠄ߆࠲࠺ࠆߔ

1980ޔߕ߹  年ઍඨ߫એ㒠ߩᩣᑼ᭴ᚑࡠࠢࡑࠍ㨯ࠄ߆࠲࠺ߩ࡞ࡌߣࠆ(࿑-1)ޔ

1990 年ઍએ㒠ޔ㊄Ⲣᯏ㑐ߩᜬᩣᲧ₸߇ᓢᷫߦޘዋ1990ޔߒ 年ઍඨ߫ࠍㆊޔߣࠆ߉ᕆỗߦ

ᷫዋޕࠆߡߒ࿑ޔ߇ߥߡߒ␜ߪߢ㊄Ⲣᯏ㑐ߩਛ߽ߢ㌁ⴕߣ↢㒾会␠ࠆࠃߦᜬ

ᩣᲧ₸ᷫߦ․߇ዋޕࠆߡߒ㌁ⴕㇱ㐷࡞ࡉࡃߪߢ፣უએᓟࠬࡦࡃޔ㨯ࠪࠍ࠻ᡷༀࠆߔᔅ

ⷐߦㄼߚ߹ޔߣߎߚࠇࠄડᬺ߇❣ᬺߩૐㅅࠆߔਛޔߢᩣᑼ߇ࠢࠬ߁ߥ߽ߣߦߒ

ߪ₸Ყߩ㊄Ⲣᯏ㑐ޕࠆࠇࠄ߃⠨߇ߣߎߚ 1990 年ߢ 2005ޔ߇ߩߚߞߢ40.7% 年ߪߦ

 ޕࠆߡߒዋᷫߦඨಽએਅߣ18.5%

 

࿑ 1 ᩣᑼᲧ₸ߩേะ 
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㩼
金Ⲣ機㑐

事ᬺᴺੱ

ᄖ࿖ੱ

ੱ䍃䈠の
ઁ

ᛩାା⸤

年金ା⸤

 

    

㩿⠨㪀䇭㪈.䇭金Ⲣ機㑐䈲㐳㌁䍃ㇺ㌁䍃㌁とା⸤㌁ⴕ、生៊保、䈠のઁ金Ⲣ機㑐のว⸘䇯

䇭䇭䇭䇭䇭2.䇭ᄖ࿖ੱ䈲ᄖ࿖ᴺੱ、日本એᄖ࿖☋を䈜䉎ੱのว⸘䇯

㩿⾗ᢱ㪀䇭ో࿖⸽ขᒁ所ද⼏会䇭䍀ᩣᑼಽᏓ⺞ᩏ䍁䇭

 

৻ᣇߩߎޔᦼ㑆ߦ大ߊ߈Ⴧടޔ߇ߩࠆߡߒᄖ࿖ੱࠆࠃߦᩣᑼ1990ޔߢ 年ߢ 5.4%

2005ޔ߇₸ᜬᩣᲧߚߞߢ 年ߪߦ ޕࠆߡߞ回ࠍ₸ᜬᩣᲧߩ㊄Ⲣᯏ㑐ޔߒߢ߹24.1%

ᄖ࿖ੱ߇㊄Ⲣᯏ㑐ߡߞࠃߦߚࠇߐᩣᑼߩฃߚ߹ޕࠆ߃ߣߚߞߥߦ⋁ߌ年㊄ା⸤ߩᜬ

ᩣᲧ₸߽ᓢߦޘჇടߪࠇߎޕࠆߡߒ日ᧄޔߪߡ߅ߦ㜞㦂化ߩ進ዷ߇進ਛޔߢ年㊄ା

ᓟ߽Ⴧޔ߇ૐߪ₸ᜬᩣᲧߩߘߪߢ⁁ޔࠇࠄ߃⠨ߣߚࠆߡ߈ߡߒჇട߇ᓎഀߩ⸥

ടߣߊߡߒ⠨ޕࠆࠇࠄ߃ 

ᬺᴺੱߩᜬᩣᲧ₸ߪ 90 年ઍᷫߦ߆ߕࠊߦዋ2000ޔ߇ࠆߡߒ 年ࠄ߆ࠈߏ⧯ᐓჇടޔߒ

ో⊛ߪߦቯޕࠆߡߒੱߦ㑐߽ߡߒห᭽߇ߣߎߩᜰ៰ޕࠆ߈ߢ 

1990ޔߪߡߒߣⷐ࿃ߥ⊛ᐲߚߒࠄߚ߽ࠍᄌ化ߩࠄࠇߎ 年ઍߦ大ญᩣਥᄁ⾈ᆔ⸤ᚻᢙᢱ

ࠇࠄ߃⠨߇ߤߥዉߩ⸘ଔ⹏ଔ会ᤨޔ߁ߥ߽ߣߦ⸓ᡷߩ会⸘ᐲޔᄖὑᴺᡷᱜ߿化↱⥄ߩ

ߣࠆߔଦ進ࠍ⾗ᩣᑼᛩࠆߌ߅ߦ日ᧄߩᄖ࿖ੱᛩ⾗ኅߪᐲᄌᦝ߿ⷙ✭ߥ߁ࠃߩߎޕࠆ

ᩣᑼᄁޔߖߐჇടࠍࠢࠬߩᩣᑼߩߚߩᜬวߦ․ޔᩣᑼߩ㊄Ⲣᯏ㑐ޔߦ߽ߣ
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ළࠍଦߦ߁ࠃߩߎޕࠆ߃ߣߚߒ 1990 年ઍඨ߫એ㒠ޔ日ᧄߩᩣᑼ᭴ᚑߪⷙ✭߿

ᐲᄌᦝߩߤߥᓇ㗀ࠍฃࠄ߇ߥߌ大ߊ߈ᄌ化ޔߒᩣᑼߩᜬวߩߤߥᓥ᧪ߩ․ᓽ߇ᓢߦޘ

 ޕ3ࠆߟߟࠇ⭯

 ᰴޔߦᧄⓂߢ↪ޔߦߣ߽ࠍ࠲࠺ࠆߔડᬺߩ࡞ࡌᐔဋ⊛ߥᩣᑼ᭴ᚑߩផ⒖ࠍ⏕

ޕ4ࠆߔ 

 

࿑ 2 ડᬺߩ࡞ࡌᩣᑼ᭴ᚑߣ⽶ௌ㨯୫Ყ₸ߩᐔဋ 

ᄢડᬺ

0

0.㪈

0.2

0.3

0.4

0.5

㪈
㪐
㪏
0

㪈
㪐
㪏
2

㪈
㪐
㪏
4

㪈
㪐
㪏
㪍

㪈
㪐
㪏
㪏

㪈
㪐
㪐
0

㪈
㪐
㪐
2

㪈
㪐
㪐
4

㪈
㪐
㪐
㪍

㪈
㪐
㪐
㪏

2
0
0
0

2
0
0
2

金Ⲣ機㑐

䈠のઁᴺੱ

ᄖ࿖╬

⽶ௌ

୫

 

中ዊ䍃中ၷડᬺ

0

0.㪈

0.2

0.3

0.4

0.5

㪈
㪐
㪏
0

㪈
㪐
㪏
2

㪈
㪐
㪏
4

㪈
㪐
㪏
㪍

㪈
㪐
㪏
㪏

㪈
㪐
㪐
0

㪈
㪐
㪐
2

㪈
㪐
㪐
4

㪈
㪐
㪐
㪍

㪈
㪐
㪐
㪏

2
0
0
0

2
0
0
2

金Ⲣ機㑐

䈠のઁᴺੱ

ᄖ࿖╬

⽶ௌ

୫

 

    

㩿⠨㪀䇭㪈.䇭金Ⲣ機㑐䈲࿑㪈の金Ⲣ機㑐に年金ᛩ⾗をട䈋䈢䉅の䇯

䇭䇭䇭䇭䇭2.䇭ᄖ࿖╬䈲ᄖ࿖ᴺੱによ䉎ᜬᩣᲧ率䇯

䇭䇭䇭䇭䇭3.䇭⽶ௌᲧ率と୫Ყ率䈲䈠䉏䈡䉏㩿㐳⍴୫㪂社ௌ䍃ォ឵社ௌ㪀㪆✚⾗↥、

䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭㐳⍴୫㪆✚⾗↥䈪ቯ⟵䈘䉏䉎䇯

                                                  
3 ᩣᑼᜬวߩᄌ化ߩߎߪ࿑ߪࠄ߆߽ࠗ࠶࠾ޔ߇ߥ߃ၮ␆⎇ⓥߩ㨬ᩣᑼᜬว⁁ᴫ⺞ᩏ㨭ޔ߫ࠇࠃߦ

1990 年ઍએ㒠ޔᩣᑼᜬวߩ⸃ᶖߩേ߇߈進߇ߣߎࠆߢࠎޕࠆߡࠇߐߦ߆ࠄ 
ߪડᬺߚߒ経㛎ࠍߤߥว૬ޔߚࠆߢ৻หߣ࠲࠺ࠆࠇࠄ↪ߢ㊂ಽᨆ⸘ߪ࠲࠺ࠆࠇࠄ↪ߢߎߎ 4

৻ㇱ㒰ߚߩߘޕࠆࠇ߆৻⥸ᕈޔߕ߃ߪߣࠆ߇日ᧄડᬺࠬࡦ࠽ࡃࠟߩ᭴ㅧࠍߪߡߒߣߩ߽ߔਇචಽ

 ޕࠆ߇ᔅⷐࠆߔᗧ⇐ߪߦߣߎࠆߢ
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࿑ 2 大ડᬺ(ᓥᬺߪડᬺⷙᮨߢߎߎޕࠆߡߒ␜ࠍ㆑ࠆࠃߦડᬺⷙᮨߩᩣᑼ᭴ᚑߪ

ຬ 1000 ੱએ)ޔਛዊ㨯ਛၷડᬺ㧔ᓥᬺຬ 1000 ੱᧂḩ㧕ߢቯ⟵ޕ5ࠆࠇߐ࿑ 2 ᩣᑼߪߢ

᭴ᚑߦടޔߡ߃⽶ௌᲧ₸ޔ(㌁ⴕ)୫Ყ₸߽ឬߩߎޕࠆߡࠇ߆࿑ࠄ߆એਅࠊ߇ߣߎߩ

ડᬺⷙᮨޕ㜞ߴᲧߦਛዊ㨯ਛၷડᬺޔ߇߁߶ߩ大ડᬺߪ₸ᜬᩣᲧߩ㊄Ⲣᯏ㑐ޔߕ߹ޕࠆ߆

ߪ₸ᜬᩣᲧߩ㊄Ⲣᯏ㑐ޔߕࠄࠊ߆߆ߦ 1980 年ઍߦ1997ޔߒ 年એ㒠ࠆࠁࠊߩ㊄Ⲣෂ

ᯏᤨߩᦼએ㒠ᷫߦዋะޕઁࠆߡߒ ᣇઁߩߘޔᴺੱߩᜬᩣᲧ₸ߪਛዊ㨯ਛၷડᬺ߇߁߶ߩ

大ડᬺߦᲧߴ㜞ޔߊᲧセ⊛ቯߪߣߎߩࠄࠇߎޕࠆߡߒ࿑ 1 ߩߢ࡞ࡌᏒ႐ߚߒ⏕ߢ

േะޔߚ߹ޕࠆߡߒ⥌৻ߣᏒ႐ߩ࡞ࡌ㊄Ⲣᯏ㑐ߩᜬᩣᲧ₸߇߁߶ߩડᬺߩ߽ߩ࡞ࡌ

ᄁළߊᄙࠍᩣᑼߩ大ડᬺᄙߩᩣᑼ⊒ⴕᢙߪ㊄Ⲣᯏ㑐ޔࠄ߆ߣߎࠆߡߒዋᷫߊ߈大ࠅࠃ

 ޕࠆ߃ߣࠆߡߒ

 ᄖ࿖╬ᜬᩣᲧ₸ޔߪ大ડᬺߢ㜞1980ޔߊ 年ઍೋ㗡Ⴧടߩߘޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎߚߡߒᓟߪ

ᷫዋ1990ޔ߇ࠆߔ 年ઍߦߣࠆჇടะߦォߩߘޔߓᜬᩣᲧ₸ࠍ㜞ޕઁࠆߡ ᣇޔਛዊ㨯

ਛၷડᬺޔߪߢᄖ࿖╬ߩᜬᩣᲧ₸ࠅߥ߆ߪૐߩߤࠎߣ߶ޔߊჇടޕߥߡߒߪᄖ࿖╬ߦ

 ޕࠆߡߒ集ਛߦ大ડᬺߪᩣᑼࠆࠃ

 ৻ᣇޔ⽶ௌᲧ₸ߪડᬺⷙᮨ㑆ߢ大ߥ߈Ꮕߪ⏕ޔ߇ߥ߈ߢ୫Ყ₸ߪਛዊ㨯ਛၷડᬺߩ

1980ޕ6ࠆߡ߃Ⴧ߇₸Ყߩ㊄⺞㆐⾗ࠆࠃߦௌ⊒ⴕ␠ߪߢ大ડᬺޔߊ㜞߇߁߶ 年ઍએ㒠ߩ

Ბ㓏⊛ߥⷙ✭ߩ⚿ᨐޔ大ડᬺߪ␠ௌࠆࠃߦ⾗㊄⺞㆐ߢ㌁ⴕ୫ଐሽᐲࠍૐਅޕߚߖߐ

1990ޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕࠆߢࠇ㌁ⴕ㔌ࠆࠁࠊ 年ઍࠍㅢߡߓ␠ௌᲧ₸ߪᓢᷫߦޘዋޔߒ୫

Ყ₸߇㊄Ⲣෂᯏᤨߩᦼ߹ߢ⧯ᐓჇടޕࠆߡߒਛዊ㨯ਛၷડᬺߪߢ 2000 年એ㒠ޔ␠ௌߦ

 ޕࠆߡߞߥߣ߆ߕࠊߪ㊄⺞㆐⾗ࠆࠃ

ߎࠆߥ⇣ߊ߈大ߡߞࠃߦડᬺⷙᮨߪௌ᭴ㅧ⽶߿ᩣᑼ᭴ᚑߩ࡞ࡌડᬺߦ߁ࠃߩߎ

ߣߎࠆߥ⇣ߊ߈大ߪᩣᑼ᭴ᚑߩߘࠅࠃߦડᬺⷙᮨ߽ߢ႐ડᬺߓหޕࠆ߈ߢ⏕߇ߣ

↪ࠍ࠲࠺㨯࡞ࡀࡄࠍὐߩߎߪߢᧄⓂޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆߥ⇣ᓇ㗀߽ࠆ߃ਈߦ㓹↪⺞ᢛޔࠄ߆

 ޕࠆߔߦ߆ࠄߦ⊛⸽ታߡߞࠃߦ㊂ಽᨆ⸘ߚ

  

3. వⴕ⎇ⓥߩᢛℂ 
 

 㓹↪⺞ᢛߩߡߟߦ⎇ⓥߢ߹ࠇߎߪᄙߩߊ⎇ⓥ߇⫾Ⓧޔࠅ߅ߡࠇߐ⚦ߪࠗࡌࠨߥ

Hamermesh(1993)ߡߞࠃߦⴕޕࠆߡࠇࠊ日ᧄߩ㓹↪⺞ᢛߦ㑐ࠆߔ⎇ⓥࠆߡߣ߹ࠍ

ⓥ⎇ࠆߔ㑐ߩ㓹↪⺞ᢛࠆߌ߅ߦ日ᧄޔᓟߩࠗࡌࠨߩࠄࠇߎޕࠆ߇᧻(1995)ߪߦߩ߽

ߒኻߦ㓹↪⺞ᢛㅦᐲޔߊߥߪߢߩࠆߔ᷹⸘ࠍ㓹↪⺞ᢛㅦᐲߦනޔ㓙ߩߘޔߒ進ዷߦࠄߐߪ

 ޕࠆߡࠇࠊⴕ߇ⓥ⎇ߩߡߟߦ߆ࠆߡ߃ਈࠍᓇ㗀߇ⷐ࿃ߥ߁ࠃߩߤߡ

 ዊ’(1998)ߪ 1981 年ᐲࠄ߆ 1996 年ᐲߩᦼ㑆ߩ 1316 ޔ↪ࠍ࠲࠺㨯࡞ࡀࡄࠆࠃߦ␠

⿒ߥ߈大ޔᨐ⚿ߩߘޕࠆߡߞⴕࠍផቯࠆࠃߦ࡞࠺ࡕ㨯ࠣࡦ࠴࠶ࠗࠬߣ࡞࠺ࡕ㨯࠻࠶ࡆࡠࡊ

ሼ߿ 2 ᦼㅪ⛯ߡߒ⿒ሼߚߞߥߦ႐วߦ㓹↪⺞ᢛㅦᐲ߇ㅦ߁ߣࠆߥߊ⿒ሼ⺞ᢛ߇࡞࠺ࡕᡰ

ᜬޔࠇߐ日ᧄߩ㓹↪⺞ᢛߪ㕖ㅪ⛯⊛ߣࠆߡࠇߐߥߦ⚿論ޕࠆߡߌߠ৻ᣇޔHildreth and 

Ohtake(1998)ߪߢᎿ႐ߡ↪ࠍ࠲࠺ߩ࡞ࡌಽᨆߚߒ⚿ᨐޔ㓹↪⺞ᢛߪ㕖ㅪ⛯⊛ߥߪߢ

                                                  
5 ផቯᦼ㑆ਛߦᓥᬺຬ 1000 ੱએࠄ߆ 1000 ੱᧂḩߚߞߥߣડᬺޔߪߡߟߦផቯᦼ㑆ਛ 
߇ᐔဋᓥᬺຬߩ 1000 ੱએߩડᬺߪߡߟߦ大ડᬺࠇߘޔએᄖߪਛዊਛၷડᬺޕߚߒߣ 
6 ⽶ௌᲧ₸ߣ୫Ყ₸ߩቯ⟵ޔࠅࠃߦਔ⠪ߩᏅ߇␠ௌᲧ₸(␠ௌ/✚⾗↥)ޕࠆߥߣ 
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࠺ߩ࡞ࡌᎿ႐ߩࠞࡔࠕޔ߫ࠇࠃߦಽᨆߩࠄᓐޕߚߒ␜ࠍߣߎࠆߡࠇߐߥߦ⊛⛯ㅪߊ

ߚߞⴕࠍಽᨆߩห᭽ߡ↪ࠍ࠲ Hamermesh(1989)ߩࠞࡔࠕ߇㓹↪⺞ᢛ߇ㅪ⛯⊛ߦⴕ

ࠃߩߎޕࠆߡߒ␜ࠍ㆑ߩ㓹↪⺞ᢛࠆߌ߅ߦ日ᧄޔߡߒኻߦߩࠆߡߌߠ論⚿ߣࠆࠇࠊ

 ޕࠆߡࠇ߆ಽߪᨐ⚿ߩಽᨆࠆࠃߦ࡞࠺ࡕሼ⺞ᢛ⿒ߚ↪ࠍ࠲࠺㨯ࡠࠢࠗࡑߦ߁

 ઁᣇޔߢᧄⓂߣห᭽࠻ࡐࠦߦ㨯ࠟ߇ࠬࡦ࠽ࡃ㓹↪⺞ᢛߦਈࠆ߃ᓇ㗀ࠍಽᨆߩ߽ߚߒ

ߪAbe(2002)ޕ7ࠆ߇Hurlin and Lechevalier(2006)ޔንጊ(2001)ޔAbe(2002)ߦ 1978 年

ࠄ߆ 1995 年ߩ 252 ߡߒ㑐ߦ␠ 4 ᬺ⒳(化学ޔ㋕㍑ޔ㔚᳇ᯏེޔ㨯ዊᄁ)ߦડᬺ࠽ࡃࠟߩ

10ޔᨐ⚿ߩߘޕࠆߡߒಽᨆࠍᓇ㗀ࠆ߃ਈߦ㓹↪⺞ᢛㅦᐲ߇᭴ㅧࠬࡦ 大ᜬᩣᲧ₸߿㊄Ⲣᯏ

㑐ᜬᩣᲧ₸ޔߪᐔᤨߪߦ㓹↪⺞ᢛߪㆃ2ޔ߇ࠆߖߐߊ ᦼㅪ⛯⿒ሼߦ㒱ߣࠆ㓹↪⺞ᢛࠍㅦߊ

ࠇߐ᷹ⷰ߇㨭ࠬࡦ࠽ࡃ㨬⁁ᘒଐሽဳࠟࠆߔ៰ᜰ߇㕍ᧁ㨯ᅏ㊁(1996)ޔࠄ߆ߣߎࠆ߇ലᨐࠆߔ

ߪንጊ(2001)ߚ߹ޕࠆߡߒ៰ᜰߣࠆ 1980 年ࠄ߆ 1996 年ߩ႐ડᬺ 644 ⽎ಽᨆኻࠍ␠

ࡃ㨯ࡦࠗࡔޔࠅ߅ߡߒಽᨆࠍᓇ㗀ࠆ߃ਈߦ㓹↪⺞ᢛ߇ߐᒝߩ㑐ଥߩߣࠢࡦࡃ㨯ࡦࠗࡔޔߒߣ

߇ડᬺߚ߹ޕࠆߡߒ⏕ࠍߣߎࠆߥߊㆃ߇㓹↪⺞ᢛߪߢડᬺ♽ࠢࡦ 2 ᦼㅪ⛯⿒ሼߥߦ

 ޕࠆߡᓧࠍ論⚿ߩห᭽߽ߢ႐วߚߞ

 Hurlin and Lechevalier(2006)ߪ㔚᳇ᯏེ↥ᬺߦዻࠆߔ 126 ޔߡ↪ࠍ࠲࠺࡞ࡀࡄߩ␠

㓹↪⺞ᢛㅦᐲޔߣ᷹⸘ߩ㓹↪⺞ᢛߦᓇ㗀ࠍਈࠆ߃ⷐ࿃ࠍಽᨆޕࠆߡߒಽᨆߩ⚿ᨐ1970ޔ

年ઍߣ 1990 年ઍࠆߌ߅ߦ㓹↪⺞ᢛㅦᐲߪ߶߷ห1990ޔ߇ࠆߢߓ 年ઍߪߢડᬺ㑆ߩ㓹↪

⺞ᢛㅦᐲߩ㆑߇大ࠍߣߎࠆߡߞߥߊ߈ᜰ៰ߩߎߚ߹ޕࠆߡߒડᬺ㑆ߩ㓹↪⺞ᢛߩ⇣

⾰ᕈ(heterogeneity)ߺ↢ࠍࡦࠗࡔޔ߇ߩ߽ࠆߡߒ㨯ߩߣࠢࡦࡃ㑐ଥ߿ᩣᑼ᭴ᚑߥ

߅ߦ⟲ડᬺࠆޔࠄ߆ᨐ⚿ߩࠄࠇߎޕࠆߡߒߦ߆ࠄࠍߣߎࠆߢ㊄Ⲣ᭴ㅧߩડᬺߩߤ

ߪߢ⟲ડᬺߩઁߩߘޔ߇ࠆߥߊㆃߪ㓹↪⺞ᢛㅦᐲޔߒᜬ⛽ࠍ㑐ଥߩߣࠢࡦࡃ㨯ࡦࠗࡔߪߡ

Ꮢ႐ࠄ߆ᛩ⾗ኅߩജࠍฃޔߡߞࠃߦߣߎࠆߌ㓹↪⺞ᢛㅦᐲࠍടㅦޔࠅ߅ߡߖߐห৻↥ᬺ

ౝࠆߥ⇣ޔߢ㊄Ⲣᄾ⚂ߣ㓹↪ᄾ⚂ߩᐲ⊛ቢᕈ߇ሽࠍߣߎࠆߔޕߚߒߦ߆ࠄ 

 એޔ◲නߩߢ߹ࠇߎߦ㓹↪⺞ᢛߦ㑐ࠆߔᣢሽ⎇ⓥߩࠄࠇߎޔ߇ߚߣ߹ࠍ⎇ⓥߩᄙߊ

ᩣᑼ᭴ᚑߡ↪ࠍ࡞࠺ࡕㇱಽ⺞ᢛߩߎᧄⓂ߽ߢߎߘޕࠆߡ↪ࠍ࡞࠺ࡕㇱಽ⺞ᢛߪ

ߪ⼂㗴ᗧࠆߌ߅ߦᧄⓂޕࠆߔ⠨ኤߡߟߦᓇ㗀ࠆ߃ਈߦ㓹↪⺞ᢛ߇ Hurlin and 

Lechevalier(2006)ߩ⎇ⓥߦㄭޔ߇ࠆߢߩ߽․ቯߊߥߢߌߛᬺ↥ߩㅧᬺࠍಽᨆߩኻ⽎

㒰ࠍࠬࠕࠗࡃߥߡߒ⠨ᘦ߇ⓥ⎇ߩᣢሽߚ↪ࠍ࠲࠺㨯࡞ࡀࡄߚ߹ޔߣߎࠆߡߒߣ

 ޕࠆߡ↪ࠍផቯᣇᴺߥ෩ኒࠆߔ

 

4. ផ⸘࠲࠺ߣ࡞࠺ࡕ 
 

4.1 ផ⸘ߣ࡞࠺ࡕផቯᣇᴺ 

ᧄⓂߩ㓹↪⺞ᢛߩ࡞࠺ࡕಽᨆߡ߅ߦ↪ޔߪ࡞࠺ࡕࠆߔၮᧄ⊛ߥㇱಽ⺞ᢛࠦߦ࡞࠺ࡕ

㓹↪⠪ߩᒰᦼޔߪ࡞࠺ࡕㇱಽ⺞ᢛޕࠆߢߩ߽ߚࠇࠅขࠍᓇ㗀ߩࠬࡦ࠽ࡃ㨯ࠟ࠻ࡐ

ᢙࠍ ࠍ㓹↪⠪ᢙߩ೨ᦼޔ ࠍ㓹↪⠪ᢙߥᦨㆡߩᒰᦼޔ ߦ߁ࠃߩ(1)ޔ߈ߣߊ߅ߣ

 ޕࠆࠇߐ
tN 1tN −

*
tL

 
                                                  
㊁↰㨯ᶆဈ(2000)ߦߩ߽ߚߒ⠨ᘦࠍዻᕈߩ経༡⠪ޔߡߟߦ㑐ଥߩ㓹↪⺞ᢛߣࠬࡦ࠽ࡃ㨯ࠟ࠻ࡐࠦ 7
 ޕࠆ߇ߤߥ
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*
1ln ln (ln ln )t t t tN N L Nλ−− = − 1−

t

t

1t

1

tw

−

           (1) 

 
*

1 2 3ln ln lnt tL a a X a w= + +              (2) 

 
ߢߎߎ ߩߣ㓹↪⠪ᢙߩ೨ᦼߣ㓹↪⠪ᢙߥᦨㆡߪᑼ(1)ޕࠆߢ㓹↪⺞ᢛㅦᐲߪ

ਵ㔌ࠍታߪߦλߌߛ⺞ᢛࠍߣߎ߁ߣࠆߔޕࠆߡߒ㓹↪⠪ᢙ߇ᦨㆡߥ᳓Ḱߥߪߢ

⾌ᢛ⺞ߩߤߥ↪⾌✵⸡ޔ↪⾌↪ណ߿↪⾌㓹↪ᷫޔߪ↱ℂߥࠇߐᢛ⺞߆ߒߦ⊛ㇱಽޔߊ

ࠆߢ࡞࠺ࡕߩߎ߇ߩ߁ߣࠆߢߚࠆߔሽ߇↪

(0 1)λ λ< <

↪⾌ᢛ⺞ߩ↪㓹ߪડᬺߜࠊߥߔޕ8

ࠆߔቯࠍ㓹↪⠪ᢙߩᒰᦼߦ߁ࠃࠆߔᦨዊ化ࠍ࠻ࠬࠦࠆߓ↢ࠄ߆ਵ㔌ߩߣ㓹↪㊂ߥᦨㆡߣ

 ޕ9ࠆࠇߐቯߣ
ᦨㆡߥ㓹↪⠪ᢙ * ޕࠆߔߣࠆߡࠇߐߢᑼ(2)ޔߪ 

tL
 

*
1 2 3ln ln lnt tL a a X a w= + +              (2) 

 
ߢߎߎ ޔ ࠇߙࠇߘߪ tᦼࠆߌ߅ߦ↢↥㊂ޔታ⾰⾓㊄ߩߎޕࠆߢᦨㆡ㓹↪⠪ᢙࠍ

ࠆࠇࠄ᳞ࠄ߆Ảᦨ大化ⴕേߩડᬺޔߪഭ㔛ⷐ㑐ᢙࠆ

tX tw
ࠆߔઍߦᑼ(1)ࠍᑼ(2) ޕ10

 ޕࠆࠇ߆ዉ߇ഭ㔛ⷐ㑐ᢙߩᑼ(3)ࠅࠃߦߣߎ

 

( )1 2 3ln ln ln 1 lnt t tN a a X a w Nλ λ λ λ −= + + + −       (3) 

 

ᰴߦડᬺࠬࡦ࠽ࡃࠟߩ᭴ㅧ߇㓹↪⺞ᢛㅦᐲߦਈࠆ߃ᓇ㗀ࠍ⠨ᘦޔߦߚࠆߔ㓹↪⺞ᢛ

ㅦᐲλࠍએਅߦ߁ࠃߩቯ⟵ޕࠆߔ 

 

1 2 tCGλ λ λ −= + i                (4) 

 

ޔߢߎߎ ߢ࡞࠻ࠢࡌߔࠍ(₸୫Ყߣᩣᑼ᭴ᚑ)ࠬࡦ࠽ࡃ㨯ࠟ࠻ࡐࠦߪ

)ࠆ ޔߢ࡞࠻ࠢࡌ߽ (ߔࠍౝⓍߪ
1tCG −

2λ i ᒻ✢ߪᓇ㗀ࠆ߃ਈߦ㓹↪⺞ᢛ߇᭴ㅧࠬࡦ࠽ࡃࠟޕ11

 ޕࠆߥߦ߁ࠃߩએਅޔߣࠆߔઍߦᑼ(3)ࠍᑼ(4)ߩߎޕࠆߡߒቯߣࠆߢ

 

 
ޓޓޓޓ

1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 3

3 2 1 1 1 2 1 1

ln ln ln

ln (1 )ln ln
t t t t t

t t t t t

N a a CG a X a CG X a

a CG w N CG N

λ λ λ λ λ

λ λ λ
− −

− − −

= + + + +

+ + − −

i i

i i
    

                                                 

(5) 

  

㓹↪⺞ᢛㅦᐲ߳࠻ࡐࠦߩ㨯ࠟߩࠬࡦ࠽ࡃᓇ㗀(5)ߩߚࠆ߃ࠄߣࠍᑼߪଥᢙߟߦ

 
8 㓹↪ߩ⺞ᢛ⾌↪ߦ㑐ߪߡߒ᧻(1995)ࠍෳᾖ 
9 㓹↪ߩ⺞ᢛ⾌↪ߪ㓹↪߇Ⴧടࠆߔ႐วᷫߣዋࠆߔ႐วߣࠆߥ⇣ߪߢ⠨ޔ߇ࠆࠇࠄ߃ᧄⓂ 
 ޕࠆߡߒಽᨆߡߒߣࠆߢኻ⒓ߪ↪⾌ᢛ⺞ޔߚߩන化◲ߪߢ
10 ഭ㔛ⷐ㑐ᢙߪߡߟߦHamermesh(1993)ޔ日ᧄ⺆ߪߢ◉Ⴆ(1989)߇ޕߒ 
11 ផ⸘ߪߦ 1 ᦼ೨ߩᜬᩣᲧ₸ࠍ↪ߪࠇߎޕࠆߔᩣᑼᲧ₸ߣ㓹↪⺞ᢛߩ࿃ᨐ㑐ଥࠍ 
 ޕࠆߢߚࠆߔߦ⏕
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ផߢᧄⓂޔࠅ߹ߟޕࠆߔផቯߒߣᒻ✢ߡߟߦଥᢙࠍᑼ(5) ޔ߇ࠆߡߞߥߣ㕖✢ᒻߡ

ቯࠆߔផቯᑼߪ 

 

0 1 1 1 1 2 3

4 1 5 1 2 1

ln ln ln ln

ln ln
it t t t t

t t t t t it

N CG N X

CG X CG w CG N

β β γ β β

β β γ
− −

− − −

= + + + +

+ + +

i

i i iޓޓޓޓ 1

w

−

                                                 

     (6) 

 
ߪߢᑼ(6)ޕ12ࠆߥߣ ᓇࠆ߃ਈߦ㓹↪⺞ᢛ߇᭴ㅧࠬࡦ࠽ࡃࠟߩડᬺޔࠅࠃߦߣߎࠆߺࠍ

㗀ࠍ⏕ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ ߢᱜޔߖߐടㅦࠍ㓹↪⺞ᢛㅦᐲޔ߫ࠇߢ⽶߇(⚛ⷐߩ)

 ޕࠆ߃ߣࠆߡߖߐㅦᷫࠍ㓹↪⺞ᢛㅦᐲޔ߫ࠇ

2γ

2γ

ߩᩣᑼߪ₸ᩣᑼᲧޕࠆߴㅀߦන◲ߡߟߦภ᧦ઙ╓ߩᄌᢙࠬࡦ࠽ࡃฦࠟߢߎߎ

⋡⊛ߡߞࠃߦ大ߊ߈Ꮐฝޔߒ߽ޕࠆࠇߐᩣਥ߇ᩣᑼߩ⋉ᕈߦߺߩ㑐ᔃࠍᜬߜᩣᑼࠍ

ࠆߡߒ႐วޔߪ㓹↪⺞ᢛㅦᐲࠍㅦࠆߔߊ( ⋠ߩએᄖࠇߘޔ߇ࠆࠇࠄ߃⠨ߣ(⽶߇

⊛(㐳ᦼ⊛ߥขᒁ㑐ଥߩ㊀ⷞߤߥ)ߢᩣᑼࠍࠆߡߒ႐วߪߦ㓹↪⺞ᢛࠍㆃࠆߖࠄ

( ޕࠆ߹ߪߡߦᬺᴺੱߣ㊄Ⲣᯏ㑐㜞ߩ₸ᩣᑼᲧߪߣߎߩߎޕ߁ࠈߢ(ᱜ߇

৻ᣇޔᄖ࿖ᛩ⾗ኅߪᩣᑼߩ⋉ᕈߦᵈ⋡ߣࠆߡߒ⠨ޔ߇ࠆࠇࠄ߃ᜬᩣᲧ₸߇ૐޔߊડ

ᬺ経༡ߩ⋙ⷞࠗߒ߆ߒޕࠆߡߌᰳߦࡉࠖ࠹ࡦࡦㄭ年ޔᄖ࿖ᛩ⾗ኅߩᄁ⾈Ყ₸߇

ࠅ߅ߡߒ

2γ

2γ

ࠃޕࠆࠇࠄ߃経〝߽⠨߁ߣࠆ߃ਈࠍᓇ㗀ߦડᬺ経༡ޔߓㅢࠍᄌേߩᩣଔޔ13

ภ᧦ઙ╓ߩߘ߽ߡߒ㑐ߦ₸୫Ყޕߥߡߞ߹ቯ੍ߪภ᧦ઙ╓ߩ₸ᩣᑼᲧߡߞ

ޔ߇ࠆࠇߐᦼᓙ߇ߣߎࠆߥߣ⽶ߪภ╓ߩߘ߫ࠇߌ߈大߇ലᨐߩߡߒߣௌ⽶ޕߥࠄ߹ቯߪ

ߡߞࠃޕࠆ߇น⢻ᕈࠆߖࠄㆃࠍ㓹↪⺞ᢛޔ߫ࠇߡࠇߐᤋ߇㑐ଥߩߣࠢࡦࡃ㨯ࡦࠗࡔ

ଥᢙߩᄌᢙࠬࡦ࠽ࡃࠟ 2γ ޕࠆ߇น⢻ᕈߩਔᣇߩ⽶ߣᱜߪ

  

 ࠲࠺ 4.2

ᧄⓂߡ߅ߦ↪ޔߪ࠲࠺ߚߒ㊄Ⲣ㒾ࠍ㒰ߊ႐ડᬺ߮ࠃ߅ᐫ㗡⊓㍳会␠ࠍ㍳

日経ߩ␠日ᧄ経済ᣂ⡞ߚߒ NEEDS ડᬺ⽷ോߩ࠲࠺න⁛▚1980ޔߜ߁ߩߎޕࠆߢ

年ᐲࠄ߆ 2003 年ᐲߦㅪ⛯߇࠲࠺ߡߒ↪น⢻ޔ⸽᧲ߥ大⸽ޔฬ⸽ߩ 1 ㇱ2ޔ ㇱߦ႐

ࠅࠃߦߤߥ会␠ಽഀ߿ว૬ߦᦼ㑆ਛࠄ߆ਛߩߘޕߚߒࠍડᬺࠆߔዻߦㅧᬺࠆߡߒ

大ߊ߈㓹↪⠪ᢙ߇ᄌ化ߚߒડᬺࠍ㒰ߚ 787 ޔߪផቯᦼ㑆ޕࠆ↪ࠍ࠲࠺㨯࡞ࡀࡄߩ␠

㓏Ꮕߡߞߣࠍផቯ1982ޔࠄ߆ߣߎࠆߔ 年ᐲࠄ߆ 2003 年ᐲߩ 22 ᦼ㑆ޕࠆߢ 

㓹↪⠪ᢙߪߦ㨬ᓥᬺຬᢙ㨭14ࠍ↪ޔߒ↢↥㊂ߪߦ㨬ᄁ㜞㨯༡ᬺ⋉㨭ࠍ↪1ޕࠆߡߒ

ੱᒰߩࠅߚ⾓㊄ߪ㨬ੱઙ⾌ෘ↢⾌㨭ࠍᓥᬺຬᢙߢ㒰ޕߚ↪ࠍߩ߽ߚߒᄁ㜞ߣ⾓㊄

ߒ↪ࠍ࠲ࡈ࠺ࠆࠃߦ↥↢✚経済ᵴേ࿖ౝߩޢ▚⸘࿖᳃経済ޡߪߦ㓙ࠆߔታ⾰化ࠍ

ޕࠟߚ ޔޠ㨬㊄Ⲣᯏ㑐ᚲᩣᢙޔࠆߡࠇߐ㍳ߦ࠲࠺日経NEEDSડᬺ⽷ോߪᄌᢙࠬࡦ࠽ࡃ

㨬ઁߩߘᴺੱᚲᩣᢙ㨭ޔ㨬ᄖ࿖ᴺੱ╬ᚲᩣᢙ㨭ࠍ✚ᩣᑼᢙߢ㒰ࠇߙࠇߘޔߒ㊄Ⲣᯏ㑐ᜬᩣ

 
2λ12 ߢߎߎ ޔ 0 ޕࠆߥߣ 11γ λ= − 1γ = −

13 ᧲⸽⛔⸘年ႎࠍෳᾖ 
14 日経NEEDSߦ㍳ࠆߡࠇߐᓥᬺຬᢙޔߪབྷ⸤ฃ␠ຬޔ⚵วኾᓥޔભ⡯⠪ޔߺߊ߰ࠍോᓎຬޔ

 ޕߊ㒰ࠍะ␠ຬߩ߳␠ઁޔᤨ⥃
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Ყ₸ޔᬺᴺੱᜬᩣᲧ₸ޔᄖ࿖╬ᜬᩣᲧ₸ޕ15ߚ᳞ࠍ୫Ყ₸ߪߦ㨬⍴ᦼ୫㊄㨭ޔ㨬㐳ᦼ

୫㊄㨭ߩว⸘ࠍ⾗↥ว⸘ߢ㒰ޕࠆ↪ࠍߩ߽ߚߒ 

ᰴޔߦផቯᣇᴺߩߘߡߟߦ⚦ࠍㅀޕࠆߴᧄⓂߢ↪࡞ࡀࡄߪ࠲࠺ࠆߔ㨯ߢ࠲࠺

ᄌ⺑ߪߦᑼ(6)ޕࠆߔ⸘ផߡߞࠃߦផቯᴺࠆߔኻߦ࠲࠺㨯࡞ࡀࡄࠍᑼߩߎޔߚࠆ

ᢙߦ㕖⺑ᄌᢙߩ 1 ᦼࠣ( ᒝᄖ߇ᓥዻᄌᢙ߈ߟࠣ߈ߣߩߎޕࠆߡࠇ߹߇(

↢ᕈߩቯࠍḩޔߦߚߥߐߚ࿕ቯലᨐࠆࠃߦ࡞࠺ࡕផቯ㊂ߪ৻⥌ᕈࠍᜬߣߎߥߚ

ࠆߡࠇࠄ⍮߇

1ln tN −

ቯߩᒙᄖ↢ᕈޔ߇ᓥዻᄌᢙ߈ߟࠣޔ߽ߢ႐วߥ߁ࠃߩߎߒ߆ߒޕ16

 Arellano߇ᣇᴺࠆߔ⸂ࠍ㗴ߩߎޔߢߣߎࠆ↪ࠍᠲᄌᢙߥㆡಾޔ߫ࠄߥߔߚḩࠍ

and Bond(1991)╬ޔߡߞࠃޕࠆߡࠇߐ␜ߡߞࠃߦᧄⓂߪߢArellano and Bond(1991)

ࠣޕࠆߔផቯࠍഭ㔛ⷐ㑐ᢙߩᑼ(6)ߢᒻࠆ᳞ࠍផቯ㊂⥌৻ࠅࠃߦGMMផቯࠆࠃߦ

ޔߪߦᠲᄌᢙߩ㓹↪⠪ᢙߩ೨ᦼࠅ߹ߟޔᓥዻᄌᢙ߈ߟ ᦼએ೨ߩߡߴߔߩ㓹↪⠪ᢙ

ߚ߹ޕࠆ↪ࠍ ᠲᄌޕ߁ⴕࠍផቯߡߒߣᏅ㗄߽ᒙᄖ↢ᄌᢙߩ೨ᦼ㓹↪⠪ᢙߣ

ᢙߪߦ ᦼ߹ߩߢ↪น⢻ߩߡߴߔߥ  ޕࠆ↪ࠍᏅ㗄ߩ೨ᦼ㓹↪⠪ᢙߣ

2t −

1tCG −

4t − 1tCG −

(6)ᑼߩផቯޔߪߦฦᤨὐ㨯ฦડᬺߦㅢߡߒᓇ㗀ࠍਈࠆ߃ⷐ࿃ߚࠆߔ࡞ࡠ࠻ࡦࠦࠍ

ߚࠆߔ࡞ࡠ࠻ࡦࠦࠍᓇ㗀ߩߤߥ㆑ߩડᬺⷙᮨ߿ផቯᦼ㑆ޕࠆߡ߃ടࠍࡒ࠳㑆ᤨߦ

೨ᦼ(1982ࠍផቯᦼ㑆ޔ 年ᐲ－1992 年ᐲ)ߣᓟᦼ(1993 年ᐲ－2003 年ᐲ)ߦಽഀࠇߘޔߒ

 ޕࠆߔផቯߦߣߏડᬺⷙᮨࠇߙ

㑐ㅪࠆߔၮᧄ⛔⸘㊂ߪߡߟߦ 1 ਛዊ㨯ਛޔ大ડᬺޔߪߡߟߦᓥᬺຬᢙޕߚߒ␜ߦ

ၷડᬺޔߦ߽ߣ೨ᦼߩᣇ߇ᓟᦼ߽ࠅࠃᄙޔߊᓟᦼߦᓥᬺຬᢙᷫ߇ዋ߇߆߁߇ߣߎࠆߡߒ

₸ᜬᩣᲧޕࠆߡߒ␜ࠍߣߎࠆߡߒടㅦ߇㓹↪ᷫޔ፣უએ㒠࡞ࡉࡃޔߪࠇߎޕࠆࠇࠊ

第ޔߪߡߟߦ 2 ޔ߇ࠆߢߡߟߦ大ડᬺޔߕ߹ޕࠆߴㅀߦන◲ߚࠆߡߒⷰߢ▵

㊄Ⲣᯏ㑐ᜬᩣᲧ₸ߪᓟᦼߦ⧯ᐓߩჇടޔᬺᴺੱᜬᩣᲧ₸ߪߢૐਅޔߒᄖ࿖╬ᜬᩣᲧ₸ߢ

ࠇߐ⏕߇ߣߎࠆߡߒૐਅߦᓟᦼ߽ߡߟߦ₸୫Ყޔߚ߹ޕࠆࠇࠄ߇Ⴧടߥᒰ⋦ߪ

ߣ大ડᬺޔߩߩ߽ߥߪᏅߢ೨ᓟᦼߪߢ₸㊄Ⲣᯏ㑐ᜬᩣᲧޔ߽ߡ߅ߦਛዊ㨯ਛၷડᬺޕࠆ

ห᭽ߩะޔߒ߆ߒޕࠆࠇࠊ߇߆߁߇ᄖ࿖╬ᜬᩣᲧ₸ޔߪߡߟߦ大ડᬺ߶ߩߤჇടߪ

第ޔࠄ߆એޕߥࠇࠄ 2 ߢએਅޕࠆ߈ߢ⏕ࠍ㆑ߩᩣᑼ᭴ᚑޔߦ߁ࠃߚߒ␜ߢ▵

ਈߦ㓹↪⺞ᢛ߇₸୫Ყޔᩣᑼ᭴ᚑޔߡߠၮߦ࠲࠺ߣಽᨆᣇᴺߚߒ␜ߢ▵ᧄޔߪ

 ޕࠆߔಽᨆࠍᓇ㗀ࠆ߃

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
15 ㊄Ⲣᯏ㑐ߩᜬᩣᲧ₸ߪᛩ⾗ା⸤ࠍ㒰ޔ߈年㊄ା⸤ࠍޕ 
16 Baltagi(2001)ޔWooldridge(2001)ࠍෳᾖޕ 
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  ၮᧄ⛔⸘㊂ߩ࠲࠺ .1

㪝㫌ll 㪪a㫄㫇l㪼 㩿ోᦼ㑆㪑㪈㪐㪏2年度䋭2003年度㪀

ᐔဋ ᮡḰᏅ ᐔဋ ᮡḰᏅ

ᓥᬺຬᢙ 50㪈5.㪎04 㪐㪈45.453 552.2443 55㪐.4㪐0㪈

ታ⾰ᄁ上㜞䇭㩿㪈00ਁ㪀 2㪐3㪃000.000 㪎03㪃000.000 25㪃200.000 3㪈㪃500.000

ታ⾰⾓金䇭㩿㪈00ਁ㪀 2.㪍3㪈 2.030 2.5㪍2 㪈.㪏34

金Ⲣ機㑐ᜬᩣᲧ率 0.3㪍㪍 0.㪈3㪍 0.244 0.㪈23

事ᬺᴺੱᜬᩣᲧ率 0.25㪍 0.㪈㪍㪐 0.325 0.㪈㪎㪍

ᄖ࿖╬ᜬᩣᲧ率 0.0㪎3 0.0㪏㪍 0.02㪍 0.04㪎

୫Ყ率 0.㪈35㪐3㪈㪍 0.㪈3㪎3㪈03 0.㪈㪐0㪏㪍㪈2 0.㪈55㪎0㪐5

㪪㫌㪹 㪪a㫄㫇l㪼 㩿೨ᦼ㪑㪈㪐㪏2年度䋭㪈㪐㪐2年度㪀

ᐔဋ ᮡḰᏅ ᐔဋ ᮡḰᏅ

ᓥᬺຬᢙ 52㪐㪈.㪎0㪍 㪐㪎0㪍.㪈㪎4 5㪏㪏.㪍4㪍2 㪍00.㪎4㪏㪐

ታ⾰ᄁ上㜞 222㪃000.000 4㪐㪈㪃000.000 23㪃㪈00.000 32㪃000.000

ታ⾰⾓金 㪈.㪏㪈㪈 㪈.2㪐2 㪈.㪏㪍㪏 㪈.㪈㪏4

金Ⲣ機㑐ᜬᩣᲧ率 0.3㪍3 0.㪈42 0.244 0.㪈2㪍

事ᬺᴺੱᜬᩣᲧ率 0.2㪍㪏 0.㪈㪎4 0.334 0.㪈㪏3

ᄖ࿖╬ᜬᩣᲧ率 0.055 0.0㪎3 0.024 0.045

୫Ყ率 0.㪈3㪏㪐5㪐2 0.㪈3㪎㪏0㪈 0.㪈㪐㪎352 0.㪈550㪎㪍㪈

㪪㫌㪹 㪪a㫄㫇l㪼 㩿ᓟᦼ㪑㪈㪐㪐3年度䋭2003年度㪀

ᐔဋ ᮡḰᏅ ᐔဋ ᮡḰᏅ

ᓥᬺຬᢙ 4㪎54.055 㪏53㪍.403 520.㪏㪈㪐㪍 5㪈0.㪐32㪍

ታ⾰ᄁ上㜞 3㪍5㪃000.000 㪏5㪐㪃000.000 2㪎㪃500.000 3㪈㪃500.000

ታ⾰⾓金 3.455 2.32㪍 3.23㪐 2.0㪈㪍

金Ⲣ機㑐ᜬᩣᲧ率 0.3㪎0 0.㪈3㪈 0.244 0.㪈2㪈

事ᬺᴺੱᜬᩣᲧ率 0.23㪏 0.㪈㪍㪈 0.3㪈㪎 0.㪈㪍㪏

ᄖ࿖╬ᜬᩣᲧ率 0.0㪐3 0.0㪐4 0.02㪎 0.04㪐

୫Ყ率 0.㪈3㪈㪎4㪎 0.㪈3㪍㪏㪏㪎㪎 0.㪈㪏㪈㪎33㪍 0.㪈5553㪈㪎

中ዊ䍃中ၷડᬺᄢડᬺ

中ዊ䍃中ၷડᬺᄢડᬺ

ᄢડᬺ 中ዊ䍃中ၷડᬺ

 
 

  

5. ផቯ⚿ᨐ 
 
5.1 ડᬺⷙᮨߩផቯ⚿ᨐ 

ߪផቯ⚿ᨐߩഭ㔛ⷐ㑐ᢙ(6)ᑼߚߒߣ⽎ኻࠍᬺ↥ో  2 ޕ17ࠆߡࠇߐ␜ߦ 2 ޔߪߦ

1982)࡞ࡊࡦࠨ㨯࡞ࡈ 年ᐲ－2003 年ᐲ)ࡉࠨߣ㨯1982)࡞ࡊࡦࠨ 年ᐲ－1992 年ᐲ1993ޔ 年ᐲ

－2003 年ᐲ)ߩផቯ⚿ᨐޕࠆߡࠇࠄߣ߹ࠇߙࠇߘ߇ផቯߪᩣᑼ᭴ᚑ߇㓹↪⺞ᢛㅦ

ᐲߦਈࠆ߃ᓇ㗀ޔߦ߆߶ߩ㌁ⴕ୫ߩലᨐࠍߚ႐ว߽ߡߟߦⴕߡߴߔޕ18ࠆߡߞ

ലߩᱜߥᗧߡߒኻߦ↪㓹ޔߕࠄࠊ߆߆ߦડᬺⷙᮨޔᦼ㑆ߪታ⾰ᄁ㜞ޔߡ߅ߦផቯߩ

ᨐࠍਈޔ߃ታ⾰⾓㊄߽ߩߡߴߔផቯᑼߢᗧߩ⽶ߦᓇ㗀ࠍ߷ޔࠅ߅ߡߒⷐ᳞ࠆࠇߐ╓ภ

᧦ઙࠍḩޕࠆߡߒߚ 

ᩣᑼ᭴ᚑ߇㓹↪⺞ᢛㅦᐲߦਈࠆ߃ᓇ㗀ߡߟߦ⚦ࠍㅀ࡞ࡈߕ߹ޕࠆߴ㨯࡞ࡊࡦࠨ

ᦨㆡ㓹ޔࠅ߅ߡ߃ਈࠍᓇ㗀ߩᗧߟ߆⽶ߦ㓹↪⺞ᢛㅦᐲ߇₸ᄖ࿖╬ᜬᩣᲧߢ大ડᬺޔߪߢ

↪᳓Ḱ߳ߩ㓹↪⺞ᢛࠍㅦࠆലᨐޕߟ߽ࠍ৻ᣇޔᬺᴺੱᜬᩣᲧ₸ߪᗧߦᱜߩᓇ㗀ࠍਈ

                                                  
A-1ߪᨐ⚿ࠆߔ㑐ߦᄌᢙߩઁߩߘ 17  ޕࠆߡߒ␜ߦ
18 ᄌᢙ㑆ߩᄙ㊀✢ᕈߩᓇ㗀ࠍ⠨ᘦޔߒផቯᑼߦࠆᄌᢙߺ⚵ߩวߡ߃߆ߖࠊផቯޔ߇ߚߒ⚿ᨐߦ大

 ޕߚߞ߆ߥߪ㆑ߥ߈
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Ყセ⊛߇↪㓹ޔࠅߥߊㆃ߇㓹↪⺞ᢛㅦᐲߪߢડᬺ㜞ߩ₸ᜬᩣᲧߩᬺᴺੱޕࠆߡ߃

ቯࠍߣߎࠆߔ␜ໂޕࠆߔ㊄Ⲣᯏ㑐ᜬᩣᲧ₸ߪ㓹↪⺞ᢛߦᓇ㗀ࠍਈޕߥߡ߃ਛዊ㨯ਛၷડ

ᬺޔ₸㊄Ⲣᯏ㑐ᜬᩣᲧޔ߇ߥߡ߃ਈࠍᓇ㗀ߦ㓹↪⺞ᢛㅦᐲߪ₸ᄖ࿖╬ᜬᩣᲧޔߪߢᬺ

ᴺੱᜬᩣᲧ₸߇ᗧߦᱜߩᓇ㗀ࠍਈޔ߃㓹↪⺞ᢛㅦᐲࠍㆃޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎࠆߡߖࠄ୫

Ყ₸ߦ㑐ޔߪߡߒડᬺⷙᮨߕࠄࠊ߆߆ߦᱜޔ߇ࠆߡߞߥߣ大ડᬺߢߺߩᗧ߅ߡߞߥߣ

 ޕࠆߖࠄㆃࠍ㓹↪⺞ᢛㅦᐲޔࠅ

 

 2. ഭ㔛ⷐ㑐ᢙߩផቯ⚿ᨐ (ડᬺⷙᮨ) 

㪝㫌ll 㪪a㫄㫇l㪼 㩿㪈㪐㪏2㪝㪰㪄2003㪝㪰㪀

ᄖ࿖╬ᜬᩣᲧ率 㪄0.2㪐3 㪁㪁㪁 㪄0.2㪎5 㪁㪁㪁 㪄0.0㪈㪐 0.0㪈3
䇭䇭㬍೨ᦼ㓹↪⠪ᢙ 㩿0.0㪈㪎㪀 㩿0.020㪀 㩿0.0㪈3㪀 㩿0.0㪈5㪀
金Ⲣ機㑐ᜬᩣᲧ率 0.030 0.023 0.043 㪁㪁㪁 0.042 㪁㪁㪁

䇭䇭㬍೨ᦼ㓹↪⠪ᢙ 㩿0.0㪈㪐㪀 㩿0.020㪀 㩿0.0㪈㪈㪀 㩿0.0㪈4㪀
事ᬺᴺੱᜬᩣᲧ率 0.224 㪁㪁㪁 0.2㪈㪍 㪁㪁㪁 0.0㪐㪈 㪁㪁㪁 0.0㪏㪏 㪁㪁㪁

䇭䇭㬍೨ᦼ㓹↪⠪ᢙ 㩿0.0㪈㪐㪀 㩿0.0㪈㪐㪀 㩿0.00㪎㪀 㩿0.00㪐㪀
୫Ყ率 0.035 㪁㪁 0.0㪈4 㪁

䇭䇭㬍೨ᦼ㓹↪⠪ᢙ 㩿0.0㪈4㪀 㩿0.00㪎㪀
೨ᦼ㓹↪⠪ᢙ 0.㪎㪈㪏 㪁㪁㪁 0.㪎0㪐 㪁㪁㪁 0.㪍㪍4 㪁㪁㪁 0.㪍5㪏 㪁㪁㪁

㩿0.0㪈㪈㪀 㩿0.0㪈㪈㪀 㩿0.003㪀 㩿0.005㪀
ᄁ上㜞 0.20㪏 㪁㪁㪁 0.2㪈5 㪁㪁㪁 0.㪈㪏0 㪁㪁㪁 0.㪈㪎㪏 㪁㪁㪁

㩿0.00㪍㪀 㩿0.00㪎㪀 㩿0.002㪀 㩿0.004㪀
⾓金 㪄0.255 㪁㪁㪁 㪄0.24㪎 㪁㪁㪁 㪄0.302 㪁㪁㪁 㪄0.2㪎㪏 㪁㪁㪁

㩿0.005㪀 㩿0.004㪀 㩿0.003㪀 㩿0.003㪀

㪪㫌㪹 㪪a㫄㫇l㪼 㩿㪈㪐㪏2㪝㪰㪄㪈㪐㪐2㪝㪰㪀 

ᄖ࿖╬ᜬᩣᲧ率 0.05㪍 0.024 㪄0.003 㪄0.00㪈
䇭䇭㬍೨ᦼ㓹↪⠪ᢙ 㩿0.0㪎3㪀 㩿0.0㪍4㪀 㩿0.00㪍㪀 㩿0.005㪀
金Ⲣ機㑐ᜬᩣᲧ率 㪄0.05㪈 㪄0.0㪏0 㪁 0.2㪎㪏 㪁㪁㪁 0.324 㪁㪁㪁

䇭䇭㬍೨ᦼ㓹↪⠪ᢙ 㩿0.054㪀 㩿0.04㪍㪀 㩿0.0㪎㪈㪀 㩿0.0㪍5㪀
事ᬺᴺੱᜬᩣᲧ率 0.0㪏0 0.052 0.㪈0㪏 㪁㪁㪁 0.㪈43 㪁㪁㪁

䇭䇭㬍೨ᦼ㓹↪⠪ᢙ 㩿0.0㪍㪐㪀 㩿0.0㪍0㪀 㩿0.040㪀 㩿0.03㪍㪀
୫Ყ率 㪄0.035 0.0㪎3 㪁㪁

䇭䇭㬍೨ᦼ㓹↪⠪ᢙ 㩿0.030㪀 㩿0.02㪐㪀
೨ᦼ㓹↪⠪ᢙ 0.㪎04 㪁㪁㪁 0.㪎㪈4 㪁㪁㪁 0.53㪍 㪁㪁㪁 0.532 㪁㪁㪁

㩿0.02㪐㪀 㩿0.02㪎㪀 㩿0.02㪐㪀 㩿0.02㪎㪀
ᄁ上㜞 0.㪈5㪏 㪁㪁㪁 0.㪈4㪎 㪁㪁㪁 0.㪈㪐4 㪁㪁㪁 0.㪈㪐3 㪁㪁㪁

㩿0.0㪈4㪀 㩿0.0㪈4㪀 㩿0.0㪈4㪀 㩿0.0㪈3㪀
⾓金 㪄0.2㪈3 㪁㪁㪁 㪄0.20㪍 㪁㪁㪁 㪄0.32㪍 㪁㪁㪁 㪄0.300 㪁㪁㪁

㩿0.0㪈3㪀 㩿0.0㪈2㪀 㩿0.0㪈㪍㪀 㩿0.0㪈5㪀

㪪㫌㪹 㪪a㫄㫇l㪼 㩿㪈㪐㪐3㪝㪰㪄2003㪝㪰㪀

ᄖ࿖╬ᜬᩣᲧ率 㪄0.4㪈㪏 㪁㪁㪁 㪄0.2㪐5 㪁㪁㪁 0.0㪎0 0.050
䇭䇭㬍೨ᦼ㓹↪⠪ᢙ 㩿0.0㪐2㪀 㩿0.0㪎㪏㪀 㩿0.㪈05㪀 㩿0.0㪐㪏㪀
金Ⲣ機㑐ᜬᩣᲧ率 0.054 0.045 0.040 0.0㪈㪈
䇭䇭㬍೨ᦼ㓹↪⠪ᢙ 㩿0.0㪍3㪀 㩿0.05㪐㪀 㩿0.0㪎4㪀 㩿0.0㪍㪍㪀
事ᬺᴺੱᜬᩣᲧ率 0.225 㪁㪁㪁 0.25㪐 㪁㪁㪁 0.23㪈 㪁㪁㪁 0.㪈㪐㪎 㪁㪁㪁

䇭䇭㬍೨ᦼ㓹↪⠪ᢙ 㩿0.0㪏2㪀 㩿0.0㪎㪎㪀 㩿0.05㪍㪀 㩿0.04㪏㪀
୫Ყ率 0.㪈2㪎 㪁㪁㪁 㪄0.㪈㪈3 㪁㪁

䇭䇭㬍೨ᦼ㓹↪⠪ᢙ 㩿0.045㪀 㩿0.050㪀
೨ᦼ㓹↪⠪ᢙ 0.㪍34 㪁㪁㪁 0.㪍㪈㪈 㪁㪁㪁 0.5㪎㪈 㪁㪁㪁 0.㪍30 㪁㪁㪁

㩿0.03㪏㪀 㩿0.03㪍㪀 㩿0.030㪀 㩿0.03㪈㪀
ᄁ上㜞 0.224 㪁㪁㪁 0.25㪈 㪁㪁㪁 0.㪈㪐㪎 㪁㪁㪁 0.㪈42 㪁㪁㪁

㩿0.02㪎㪀 㩿0.025㪀 㩿0.0㪈㪏㪀 㩿0.0㪈㪐㪀
⾓金 㪄0.2㪏3 㪁㪁㪁 㪄0.243 㪁㪁㪁 㪄0.30㪏 㪁㪁㪁 㪄0.2㪍0 㪁㪁㪁

㩿0.02㪍㪀 㩿0.025㪀 㩿0.02㪈㪀 㩿0.02㪈㪀

中ዊ䍃中ၷડᬺᄢડᬺ

中ዊ䍃中ၷડᬺᄢડᬺ

ᄢડᬺ 中ዊ䍃中ၷડᬺ

 

 㧔⠨㧕ᒐౝߪᮡḰ⺋Ꮕߩ୯ࠇߙࠇߘߪ*ޔ**ޔ***ޔࠅߢ  ޕߔ␜ࠍߣߎࠆߢᗧߢ᳓Ḱ%10ޔ%5ޔ1%
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ᰴࠬࡦ࠽ࡃࠟޔߦᄌᢙߩᄌ化߇㓹↪⺞ᢛߥ߁ࠃߩߤߦᄌ化ࠍ߆ߚߒࠄߚ߽ࠍᬌ⸛ޕࠆߔ

ᦼ㑆ߩ೨ඨ(1982 年ᐲ－1992 年ᐲ)ޔߪߢ大ડᬺߢᩣᑼ᭴ᚑޔ୫Ყ₸ߪ㓹↪⺞ᢛߦ

ᓇ㗀ࠍਈޔ߇ߥߡ߃ਛዊ㨯ਛၷડᬺߪߢᄖ࿖╬ᜬᩣᲧ₸એᄖࠬࡦ࠽ࡃࠟߩߡߴߔߩᄌᢙ

ᦼ㑆ᓟߩ፣უએᓟࡉ࡞ࡃޕࠆߡߖࠄㆃࠍ㓹↪⺞ᢛㅦᐲޔࠅ߅ߡ߃ਈࠍᓇ㗀ߩᱜߦᗧ߇

ඨ(1993 年ᐲ－2003 年ᐲ)ޔߪߢ大ડᬺߡ߅ߦᄖ࿖╬ᜬᩣᲧ₸ߩଥᢙߟ߆⽶߇ᗧߥߣ

ᦨ߽ߢਛߩᄌᢙࠬࡦ࠽ࡃࠟߪኻ୯⛘ߩଥᢙߩߘߚ߹ޕࠆߡߖߐടㅦࠍ㓹↪⺞ᢛㅦᐲޔࠅ

大ߩߘޔߊ߈ᓇ㗀ߪᒝޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎᬺᴺੱߩᜬᩣᲧ₸ߪߡߟߦᗧߦᱜޔߢห᭽

ᜬᩣᲧߩ㊄Ⲣᯏ㑐ޕࠆߡߞ߽ࠍലᨐࠆߖࠄㆃࠍ㓹↪⺞ᢛㅦᐲޔߢᱜߦௌᲧ₸߽ᗧ⽶ߦ

 ޕߥߡ߃ਈࠍᓇ㗀ߪߦ㓹↪⺞ᢛㅦᐲߪ₸

 ਛዊ㨯ਛၷડᬺޔߪߢᬺᴺੱᜬᩣᲧ₸߇ᱜߟ߆ᗧޔ߇ࠆߢ㊄Ⲣᯏ㑐ᜬᩣᲧ₸߇㓹↪

⺞ᢛㅦᐲߦᗧߦᓇ㗀ࠍਈޔߚ߹ޕࠆߡߞߥߊߥ߃୫Ყ₸ߟ߆⽶ߪᗧޔࠅ߅ߡߞߥߣ

ផቯᦼ㑆ߩ೨ඨߪߣㅒߩലᨐࠍਈޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎࠆߡ߃ 

ߩᦼ㑆೨ඨߢ大ડᬺߕ߹ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ㉼⸂ߦ߁ࠃߩᰴߪផቯ⚿ᨐߩࠄࠇߎ  80 年

ઍߦᩣᑼ᭴ᚑ߿୫Ყ₸߇㓹↪⺞ᢛߦᓇ㗀ࠍਈߩߎޔߪߩߥߡ߃ᦼ㑆ߪᲧセ⊛ડ

ᯏ会ࠆߔߦડᬺ経༡߇ௌᮭ⠪߿ᩣਥޔࠅߢᦼᤨߚߒ大߇↪㓹ޔߒቯ߇❣ᬺߩᬺ

 ޕ19ࠆࠇࠄ߃⠨ߣߛߚߚߞ߆ߥࠅ߹߇

ᬺߡ߅ߦ大ડᬺޕࠆߢᦼᤨߚࠇࠊⴕ߇㓹↪ᷫߪᓟඨߩផቯᦼ㑆ߩ፣უᓟ࡞ࡉࡃ

ᴺੱࠆࠃߦᩣᑼ߿୫Ყ₸߇㓹↪⺞ᢛࠍㆃޔߪߩࠆߖࠄ日ᧄߩ大ડᬺߪߢ♽ડᬺߦ

ߚߡߒߚᨐࠍᓎഀߥ㊀ⷐߡߒߣᚻߒ⾉ߩ㊄⾗߇ࠢࡦࡃ㨯ࡦࠗࡔߚ߹ޔߊᄙ߇ᩣᑼࠆࠃ

ࠪ↪㓹ࠆߔߣ೨ឭࠍ↪㐳ᦼ㓹ߪᐲࠢࡦࡃ㨯ࡦࠗࡔޔ߫ࠇࠃߦAoki(1994)ޕ߁ࠈߢߚ

ࠍᛛ⢻ߩડᬺ࿕ߡߞࠃߦ✵⸡ડᬺౝߤ߶大ડᬺޕࠆߡߒߚᨐࠍᓎഀࠆߔቢࠍࡓ࠹ࠬ

⫾Ⓧߚߒഭ⠪߇ᄙߣ⠨ߦࠢ࠶࡚ࠪ⊛ᤨ৻ߩ❣ᬺޔࠄ߆ࠆࠇࠄ߃ኻߥ߁ࠃߩߘߡߒഭ

⠪ࠍ⸃㓹ߪ࠻ࠬࠦࠆߔ㜞ࡦࠗࡔ߈ߣߩߘޕ߁ࠈߢࠆߥߊ㨯ߒ⾉߇ࠢࡦࡃᚻߣ୫ࠅᚻߩᖱႎ

ޔࠅߥߣߩ߽ߥ߆߿✭ߪᄌേߩ↪㓹ޔ߫ࠇ߈ߢ߇ߣߎ߁ⴕࠍ㊄Ⲣᡰេޔߒ✭ࠍ㕖ኻ⒓ᕈߩ

ડᬺ࿕ߩഭ⠪ࠍ⸃㓹ࠍ࠻ࠬࠦࠆߔᷫޕࠆ߈ߢ㉼⸂ߣޔࠆ߈ߢਛዊ㨯ਛၷડᬺޔߡ߅ߦ

୫Ყ₸ߪ㓹↪⺞ᢛㅦᐲࠍㅦࠆߔߊലᨐޔߡߒߣ㉼⸂ߩߟ৻ޔ߇ࠆ߇ਛዊ㨯ਛၷડᬺߪߢ

⽶ௌߩⷙᓞઃߩߌലᨐ߇大ડᬺߦᲧߡߴ大߇ߣߎ߈⠨ޕࠆࠇࠄ߃⽶ௌᲧ₸ߩߪୟ↥

ਛዊ㨯ਛၷડߥ߈ߢߩߣߎࠆߔಽᢔࠍࠢࠬᬺߤ߶大ડᬺޔߒᗧࠍߣߎࠆ߹㜞߇₸⏕

ଐߩ㌁ⴕ߳ߪߢਛዊ㨯ਛၷડᬺޕࠆ߇ࡉࠖ࠹ࡦࡦࠗߔᜰ⋠ࠍ経༡ߥ⊛₸ലߪ経༡⠪ߩᬺ

ሽᐲ߇㜞ޔߚ୫Ყ₸߇㓹↪⺞ᢛࠍㅦࠆലᨐ߇ߣߎߟ߽ࠍ⠨ޕࠆࠇࠄ߃ 

ߣขᒁ㑐ଥ㊀ⷞߪᄖ࿖ᛩ⾗ኅޕࠆߡߞߥߊ߈大߇ᓇ㗀ߩᄖ࿖ᛩ⾗ኅߪߢ大ડᬺߚ߹ 

ജࠆߔߣ߁ࠃߒᢛ⺞ࠍ↪㓹ߦᦨㆡ㓹↪᳓Ḱޔࠅߢਥࠆߔㅊ᳞ࠍ⋊ߦ☴⚐߽ࠅࠃ߁

ߚߒ߇₸ᄖ࿖╬ᜬᩣᲧߪലᨐߩߘޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆߡ߃ਈߦડᬺ経༡⠪ࠍ 1990 年

ઍߦ⏕化ߦࠄߐޔࠅ߅ߡߒ㊄Ⲣᯏ㑐߿ᬺᴺੱࠆࠃߦᜬᩣߩᄁළߢᩣᑼᜬวߩലᨐ߇

ᒙ߹ࠆਛࠅࠃޔߢ৻ጀᒝߣࠆߥߊ⠨ޕࠆࠇࠄ߃ 

߇₸ᄖ࿖╬ᜬᩣᲧޔߢߎߎ  20%એ࡞ࡊࡦࠨߩ(ోߩ 12㧑)ߡߟߦ୫Ყ₸ޔᬺᴺ

ੱᜬᩣᲧ₸ࠍ1993ޔߣࠆߺߡ 年ᐲ－2003 年ᐲࠇߙࠇߘߢ 0.11ޔ0.07 ోޔࠅ߅ߡߞߥߣ

                                                  
19 1982 年ᐲࠄ߆ 1992 年ᐲߩ㓹↪ᄌ化₸ߩᐔဋߪ大ડᬺߢ ߢਛዊ㨯ਛၷડᬺޔ1.63%  ޕࠆߢ0.29%
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ߩᐔဋࠅߥ߆ࠅࠃૐޔߡߞ߇ߚߒޕ20ࠆߡߞߥߊㅧᬺߩ大ડᬺߪߢᄖ࿖╬ᜬᩣᲧ₸

進߇ߌಽߺߦડᬺࠆߡࠇߐ߇ᩣᑼߊᄙߦᬺᴺੱ߿㌁ⴕ୫ޔߣ⟲ડᬺ㜞߇

ޔࠅ߹ߟޕߔ␜ࠍߣߎࠆߡߒᄙ᭽化߇㓹↪⺞ᢛߢ大ડᬺߪߣߎߩߎޕࠆ߃ߣࠆߢࠎ

ᄖ࿖ᛩ⾗ኅߩߤߥജࠍᒝߊฃࠆߌડᬺߪߢ㓹↪⺞ᢛㅦᐲߪㅦޔ߇ࠆߥߊ㌁ⴕߩߣ㑐ଥ߇

ᒝડᬺߪߤߥ㓹↪⺞ᢛㅦᐲ߇ㆃߡߞࠃޕࠆߥߊ 1 ࡃડᬺࠟߟ߽ࠍᓽ․ࠆߥ⇣ߢ経済ߩߟ

 ޕࠆߔໂ␜ࠍน⢻ᕈࠆߔሽ߇㓹↪ᐲߣࠬࡦ࠽

 

5.2 ↥ᬺߩផቯ⚿ᨐ 

 5.1 ߣߎࠆߥ⇣ߡߞࠃߦ᭴ㅧࠬࡦ࠽ࡃࠟߩડᬺ߇ᓇ㗀ࠆ߃ਈߦ㓹↪⺞ᢛㅦᐲߪߢᨐ⚿ߩ

นߚߞ߹ߒߡࠇࠊᄬ߇ᓽ․ߩ࿕ߦᬺ↥ߢߣߎߚߒߣ⽎ኻࠍᬺ↥ోޔߒ߆ߒޕߚࠇߐ␜߇

⢻ᕈ1993ޔߢߎߘࠆ߇ 年ᐲࠄ߆ 2003 年ᐲߡߟߦ↥ᬺߦᩣᑼ᭴ᚑ߿୫Ყ₸߇

㓹↪⺞ᢛߦਈࠆ߃ᓇ㗀ࠍផቯޕࠆߔ↥ᬺߩផቯ࡞ࡊࡦࠨߪߢડᬺ߇ᄙߩߡߟߦᬺ↥

ⴕߪផቯߩડᬺⷙᮨߚࠆߥߦਇቯ߇ᨐ⚿ߣࠆߔಽഀߢડᬺⷙᮨߚ߹ޕࠆߡߞⴕߺ

ߪផቯ⚿ᨐޕߥߡߞ 3  ޕ21ࠆߡࠇࠄߣ߹ߦ

 

 3. ഭ㔛ⷐ㑐ᢙߩផቯ⚿ᨐ (↥ᬺ) 

㪈㪐㪐3年度䋭2003年度

ᄖ࿖╬ᜬᩣᲧ率 㪄0.3㪐㪐 㪁㪁 㪄0.5㪐5 㪁㪁㪁 0.0㪐㪍 㪄0.253 㪁㪁㪁

䇭䇭㬍೨ᦼ㓹↪⠪ᢙ 㩿0.㪈㪍㪏㪀 㩿0.0㪍5㪀 㩿0.0㪎4㪀 㩿0.0㪐5㪀
金Ⲣ機㑐ᜬᩣᲧ率 0.523 㪁㪁㪁 㪄0.㪈35 㪁㪁㪁 㪄0.0㪎3 㪁 0.0㪈2
䇭䇭㬍೨ᦼ㓹↪⠪ᢙ 㩿0.0㪐㪍㪀 㩿0.05㪈㪀 㩿0.04㪈㪀 㩿0.0㪍㪈㪀
事ᬺᴺੱᜬᩣᲧ率 0.423 㪁㪁㪁 0.023 0.304 㪁㪁㪁 0.㪈5㪈 㪁㪁㪁

䇭䇭㬍೨ᦼ㓹↪⠪ᢙ 㩿0.㪈㪈㪏㪀 㩿0.03㪐㪀 㩿0.053㪀 㩿0.05㪎㪀
୫Ყ率 㪄0.0㪐5 㪄0.202 㪁㪁㪁 㪄0.05㪏 㪄0.0㪈㪎
䇭䇭㬍೨ᦼ㓹↪⠪ᢙ 㩿0.0㪍㪎㪀 㩿0.04㪈㪀 㩿0.03㪏㪀 㩿0.05㪈㪀
೨ᦼ㓹↪⠪ᢙ 0.424 㪁㪁㪁 0.㪎54 㪁㪁㪁 0.㪎02 㪁㪁㪁 0.㪍4㪍 㪁㪁㪁

㩿0.0㪍㪎㪀 㩿0.02㪈㪀 㩿0.022㪀 㩿0.03㪍㪀
ᄁ上㜞 0.33㪈 㪁㪁㪁 0.0㪐4 㪁㪁㪁 0.㪈52 㪁㪁㪁 0.㪈㪎4 㪁㪁㪁

㩿0.044㪀 㩿0.0㪈2㪀 㩿0.023㪀 㩿0.024㪀
⾓金 㪄0.2㪏2 㪁㪁㪁 㪄0.2㪍4 㪁㪁㪁 㪄0.24㪎 㪁㪁㪁 㪄0.244 㪁㪁㪁

㩿0.04㪍㪀 㩿0.0㪈㪍㪀 㩿0.03㪍㪀 㩿0.023㪀

ో↥ᬺ 㪎㪏㪎社機᪾䇭㪈2㪍社㔚᳇機ེ㪈42社ൻቇ䇭㪈㪈㪈社

 

㧔⠨㧕ᒐౝߪᮡḰ⺋Ꮕߩ୯ࠇߙࠇߘߪ*ޔ**ޔ***ޔࠅߢ  ޕߔ␜ࠍߣߎࠆߢᗧߢ᳓Ḱ%10ޔ%5ޔ1%

   

 

ߦᗧ߇₸ᬺᴺੱᜬᩣᲧޔ⽶ߦᗧ߇₸ᄖ࿖╬ᜬᩣᲧޔߪߢផቯ⚿ᨐߩᬺ↥ోޔߕ߹ 

ᱜޔߒߛߚޕࠆߡߞߥߣ୫Ყ₸ߪᗧߥ⚿ᨐ߇ᓧߪࠇߎޕߥߡࠇࠄડᬺⷙᮨߩ

ផቯߢ⏕ޔߚࠇߐ大ડᬺߩᱜߩലᨐߣਛዊ㨯ਛၷડᬺߩ⽶ߩലᨐ߇⋧Ვߣߛߚߚࠇߐ⠨

㔚᳇ᯏޔ化学ߪߡߟߦ₸ᄖ࿖╬ᜬᩣᲧޔߣࠆߔ⏕ࠍផቯ⚿ᨐߩᬺ↥ߦᰴޕࠆࠇࠄ߃

ᓧߪᨐ⚿ߥᗧߪߢᯏ᪾ޔ߇ࠆߡߖߐടㅦࠍ㓹↪⺞ᢛㅦᐲޔࠅ߅ߡߞߥߣ⽶ߦᗧߢེ

߅ߦ大ડᬺޔߊ㜞߇วഀߩਛዊ㨯ਛၷડᬺࠆභߦડᬺ࡞ࡊࡦࠨߪߢᯏ᪾ޕߥߡࠇࠄ

ߚߒߦ⽎ኻࠍᬺ↥ోޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆߢߚૐ߇₸ᄖ࿖╬ᜬᩣᲧߴᲧߦᬺ↥ߩઁ߽ߡ

ផቯߢᗧߥ⚿ᨐ߇ᓧߥߡࠇࠄ㊄Ⲣᯏ㑐ᜬᩣᲧ₸ߪ化学ߣ㔚᳇ᯏེߢᗧߥ⚿ᨐ߇ᓧ

                                                  
20 ․⼏ߦኻࠆߔᜎุᮭࠍⴕࠆ߈ߢ᳓Ḱ 33%એߩᩣᑼࠍᄖ࿖╬߇ోߪ࡞ࡊࡦࠨࠆߡߒߩ

0.08ޔ0.06ޔࠇߙࠇߘߪ₸ᜬᩣᲧߩᬺᴺੱߣ₸୫Ყࠆߌ߅ߦ࡞ࡊࡦࠨߩߘޔߢ3%  ޕࠆߥߣ
 ޕA-2ߪផቯ⚿ᨐࠆߔ㑐ߦᄌᢙߩߡߴߔ 21
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ߢ大ડᬺߪ₸㊄Ⲣᯏ㑐ᜬᩣᲧߩ化学ޕࠆߡߖࠄㆃࠍ㓹↪⺞ᢛㅦᐲߪߢ化学ޔࠅ߅ߡࠇࠄ

⋧ኻ⊛ߦ㜞ߤ߶ࠇߘޔߊ大ᷫߊ߈ዋޔࠄ߆ߣߎߥߡߒ㊄Ⲣᯏ㑐ߪቯᩣਥߡߒߣሽ

㓹↪⺞ᢛޔࠅ߅ߡߞߥߣᗧߢ⽶ߪߢ㔚᳇ᯏེޔᣇ৻ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆߢߚࠆߡߒ

߇ലᨐࠆߖߐടㅦࠍ㓹↪⺞ᢛㅦᐲߢ⽶ߦᗧߪ₸୫Ყߺߩߢ㔚᳇ᯏེߚ߹ޕࠆㅦࠍ

㔚᳇ޔ߇ࠆߡߖߐቯࠍ↪㓹ޔࠅߢᗧߟ߆ᱜߪ₸ᬺᴺੱᜬᩣᲧߩᯏ᪾ޔ化学ޕࠆ

ᯏེߪߢᗧߥ⚿ᨐߪᓧޕߥߡࠇࠄ 

એߩ↥ᬺߩផቯ⚿ᨐࠬࡦ࠽ࡃࠟޔࠄ߆᭴ㅧ߇㓹↪⺞ᢛㅦᐲߦ߷ߔᓇ㗀ߏᬺ↥ޔߪ

ߩቯ․ޔ߇ࠆߔ↪ߦ߁ࠃࠆㅦࠍ㓹↪⺞ᢛㅦᐲߪ₸ᄖ࿖╬ᜬᩣᲧޕࠆ߃ߣࠆߥ⇣ߦߣ

ޕߥߪߢ᭽৻ߢ㑆ᬺ↥ߪലᨐߩ₸㊄Ⲣᯏ㑐ᜬᩣᲧߚ߹ޔࠅ߇น⢻ᕈࠆࠇߐ㒢ቯߦᬺ↥

ᓇ㗀એᄖࠆ߃ਈߦ㓹↪⺞ᢛ߇₸ᄖ࿖╬ᜬᩣᲧޔߢផቯ⚿ᨐߩ㔚᳇ᯏེߪ߈ߴߔ⋠ᵈߢߎߎ

㜞߇วഀߩᲧセ⊛大ડᬺߪߢ㔚᳇ᯏེޕࠆߡߞߥ⇣ߪߣᬺ↥ోޔᬺ↥ߩߟੑߩઁޔߪ

87)ߢߩ ߡ߅ߦ㔚᳇ᯏེߗߥޕߚࠇࠄᓧ߇ᨐ⚿ߩห᭽ޔߣࠆߔផቯߡߟߦ大ડᬺޔ(␠

ߟ৻ߩ↱ℂߩߘޕ߆ߩࠆߥ⇣ߊ߈大ߣᬺ↥ߩઁ߇ᓇ㗀ࠆ߃ਈߦ㓹↪⺞ᢛ߇᭴ㅧࠬࡦ࠽ࡃࠟ

ߩ↪㕖ᱜⷙ㓹ޔᄌ化ߩขᒁ㑐ଥ߿ࡓ࠹ࠬࠪ↥↢ࠆࠃߦ化࡞ࡘࠫࡕޔߪߢ㔚᳇ᯏེߡߒߣ

Ⓧᭂ⊛ᵴ↪ߤߥડᬺ⚵❱ޔડᬺ㑆㑐ଥߩᄌ化߇進ߡߞࠃߦࠇߘޔߺ㌁ⴕߣડᬺߪࠆޔ

ડᬺ㑆ߩ㑐ଥ߁ߣࠆߡߞߥ⇣ߣᬺ↥ߩઁ߇น⢻ᕈ߇ផ᷹ޕࠆࠇߐ 

 

6. ⚿論 
 
 ᧄⓂ1980ޔߪߢ 年ઍએ㒠ߩ日ᧄߩㅧᬺ 787 ᭴ㅧࠬࡦ࠽ࡃࠟߩડᬺޔߡߒߣ⽎ኻࠍ␠

ޕߚߞⴕࠍታ⸽ಽᨆߡߟߦᓇ㗀ࠆ߃ਈߦ㓹↪⺞ᢛ߇₸୫Ყ߿ᩣᑼ᭴ᚑࠆߌߠᓽ․ࠍ

⏕߇ߣߎࠆ߃ਈࠍᓇ㗀ߦ㓹↪⺞ᢛㅦᐲ߇㌁ⴕ୫߿ᩣᑼ᭴ᚑߩ日ᧄડᬺޔᨐ⚿ߩߘ

ߪߢ大ડᬺޔ፣უએᓟ࡞ࡉࡃߦ․ޕߚࠇߐ␜߇ߣߎࠆߥ⇣ߢડᬺⷙᮨ㑆ߪലᨐߩߘޔࠇߐ

ᄖ࿖╬ᜬᩣᲧ₸ߩ㜞ડᬺߢ㓹↪⺞ᢛㅦᐲߪㅦޔ߇ࠆߥߊ㌁ⴕ୫Ყ₸ߩ㜞ડᬺ߿ᬺ

ᴺੱߦᄙߩߊᩣᑼ߇ࠆߡࠇߐડᬺߪߢ㓹↪⺞ᢛߪㆃޕࠆߥߊ৻ᣇޔਛዊ㨯ਛၷડᬺߢ

ㅒߪߣലᨐߩ₸୫Ყࠆߌ߅ߦ大ડᬺޔߊㅦߪ㓹↪⺞ᢛㅦᐲߤ߶ડᬺ㜞ߩ㌁ⴕଐሽᐲߪ

 ޕߚࠇࠄᓧ߇ᨐ⚿ߩ

↥ᬺߩផቯޔߪߢ化学ޔ㔚᳇ᯏེޔᯏ᪾↥ᬺޔߡ߅ߦડᬺࠬࡦ࠽ࡃࠟߩ᭴ㅧ߇㓹↪

⺞ᢛߦਈࠆ߃ᓇ㗀ߪ৻᭽ߦ․ޕߚࠇߐ␜߇ߣߎߥߢ㔚᳇ᯏེߪߢᄖ࿖ᛩ⾗ኅߥߪߢߌߛ

ቯߩ↪㓹ࠆࠃߦᩣᑼߩᬺᴺੱߚ߹ޕࠆߡߒଦࠍ㓹↪⺞ᢛߥ㊄Ⲣᯏ㑐߽ㄦㅦޔߊ

化ߪ⏕ߚߞߥ⇣ߪߣᬺ↥ߩઁߩߘޔߕࠇߐᓇ㗀ࠍਈޕࠆߡ߃ᧄⓂߪߢ 3 ߺߩᬺ↥ߩߟ

ᕁߣ߈大ࠅߥ߆ߪ㑐ଥߩ㓹↪⺞ᢛߣ᭴ㅧࠬࡦ࠽ࡃࠟߩ㑆ᬺ↥ޔ߇ߚߞⴕࠍផቯߡߟߦ

 ޕࠆࠇࠊ

ޔߊߥߪߢ৻หߪ㑐ଥߩ㓹↪⺞ᢛߣ᭴ㅧࠬࡦ࠽ࡃࠟߩડᬺ㑆ޔ㑆ᬺ↥ޔࠄ߆ᨐ⚿ߩࠄࠇߎ

ડᬺߩߤޔ߃ࠄߣߣߩ߽ߥ⾰หࠍ日ᧄડᬺޔߡߞࠃޕࠆ߃ߣࠆߡߒᄙ᭽化߇㑐ଥߩߘ

ࠍ߆ߩ߽ߥ߁ࠃߩߤ߇㓹↪ᐲߣࠬࡦ࠽ࡃ㨯ࠟ࠻ࡐࠦߥᦨㆡߥ߁ࠃࠆ߹ߪߡ߽ߦ

⼏論ߪߣߎࠆߔਇน⢻ޔࠅߢᗧࠍᜬࠈߒޕ߁ࠈߛߥߚ↥ᬺ㑆ޔડᬺ㑆ߢᏅ⇣ࠍ↢

߇ࡓ࠭࠾ࠞࡔߥ߁ࠃߩߤߢ㓹↪ᐲߣࠬࡦ࠽ࡃડᬺࠟߩࠇߙࠇߘޔ߆߇ⷐ࿃ߔߺ

 ޕࠆߢ㊀ⷐ߇ߣߎࠆߔߦ߆ࠄࠍ߆ߩࠆߡ

ᦨᓟߦᓟߩ⺖㗴ޕߊ߅ߡࠇ⸄ߡߟߦ第৻ޔߦᧄⓂߪߢផቯᦼ㑆ࠍಽഀࠃߦߣߎࠆߔ
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߇↪㓹ޔ߫ࠇߢ᧪ᧄޔ߇ߚߒಽᨆࠍᓇ㗀ࠆ߃ਈߦ㓹↪⺞ᢛ߇ᄌ化ߩ᭴ㅧࠬࡦ࠽ࡃࠟߡߞ

ᷫ(ߪࠆ大)ࠆߔᦼ㑆ౝߢಽᨆ࡞ࡉࡃޕ߁ࠈߢ߈ߴࠆࠇߐ፣უᓟߩᦼ㑆ߦࠄߐࠍ

ಽߡߌផቯࠍⴕޔ߇ߚBlundell and Bond(1998) ޔߣࠆࠃߦArellano and Bond(1991)
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㪈5㪏.㪍0 㪈㪏㪐.05 203.㪐㪐 㪈㪍㪐.30

㩿0.34㪈㪀 㩿0.32㪍㪀 㩿0.㪈㪈㪍㪀 㩿㪈.000㪀

㩿0.㪏㪈㪏㪀 㩿0.㪏㪎5㪀

㪄2.㪏㪎 㪄0.2㪍 0.23 0.㪈㪍

㫐㪼㫊 㫐㪼㫊

3㪍㪈 42㪍

㫐㪼㫊 㫐㪼㫊

㩿0.004㪀 㩿0.004㪀

3㪐㪎㪈 4㪍㪏㪍

㪈5㪎.3㪏 20㪈.㪏㪍 㪈44.32 㪈㪍3.㪈㪐

㩿0.3㪍㪍㪀 㩿0.㪈3㪏㪀 㩿0.㪍5㪐㪀 㩿0.㪏25㪀

㪄㪈.㪐0 㪄2.㪈 㪄0.33 㪄0.2㪏

㩿0.05㪎㪀 㩿0.03㪍㪀 㩿0.㪎42㪀 㩿0.㪎㪎㪏㪀

㩿0.03㪈㪀㩿0.030㪀㩿0.03㪍㪀㩿0.03㪏㪀

㩿0.0㪐㪏㪀㩿0.㪈05㪀㩿0.0㪎㪏㪀㩿0.0㪐2㪀㩿0.005㪀㩿0.00㪍㪀㩿0.0㪍4㪀㩿0.0㪎3㪀㩿0.0㪈5㪀㩿0.0㪈3㪀㩿0.020㪀㩿0.0㪈㪎㪀

㩿0.㪈55㪀㩿0.㪈4㪍㪀

㩿0.00㪎㪀

㩿0.00㪐㪀

㩿0.00㪏㪀

㩿0.㪈50㪀

㩿0.00㪏㪀

㩿0.0㪈3㪀

㩿0.㪈24㪀 㩿0.㪈㪎3㪀

㩿0.0㪈㪈㪀㩿0.00㪐㪀

㩿0.0㪈2㪀 㩿0.0㪈4㪀

㩿0.004㪀㩿0.005㪀

㩿0.00㪍㪀 㩿0.00㪎㪀

㩿0.0㪈4㪀

㩿0.0㪈㪐㪀 㩿0.0㪈㪐㪀

㩿0.020㪀㩿0.0㪈㪐㪀

㩿0.0㪈2㪀

㩿0.00㪏㪀

㩿0.㪈5㪍㪀

㩿0.0㪈0㪀

㩿0.0㪈4㪀㩿0.0㪈㪈㪀

㩿0.00㪎㪀 㩿0.00㪐㪀

㩿0.00㪎㪀

㩿0.002㪀 㩿0.004㪀

㩿0.003㪀 㩿0.003㪀

㩿0.00㪏㪀 㩿0.0㪈4㪀

㩿0.0㪈3㪀㩿0.0㪈2㪀

㩿0.22㪏㪀 㩿0.34㪐㪀

㩿0.00㪏㪀 㩿0.0㪈㪈㪀

㩿0.00㪎㪀㩿0.00㪍㪀

㩿0.㪈㪏0㪀 㩿0.2㪈4㪀

㩿0.005㪀

㩿0.00㪍㪀

㩿0.004㪀 㩿0.00㪍㪀

㩿0.005㪀 㩿0.005㪀

㩿0.㪈3㪎㪀

㩿0.00㪈㪀㩿0.00㪈㪀㩿0.00㪈㪀 㩿0.00㪈㪀

㩿0.㪈40㪀

㩿0.00㪎㪀

㩿0.00㪏㪀

㪪㫌㪹 㪪a㫄㫇l㪼 㩿㪈㪐㪐3㪝㪰㪄2003㪝㪰㪀

中ዊ䍃中ၷડᬺᄢડᬺ中ዊ䍃中ၷડᬺᄢડᬺ

㪝㫌ll 㪪a㫄㫇l㪼 㩿㪈㪐㪏2㪝㪰㪄2003㪝㪰㪀

㩿0.㪈45㪀 㩿0.㪈㪎5㪀

㩿0.050㪀㩿0.045㪀㩿0.02㪐㪀㩿0.030㪀

㩿0.0㪈2㪀㩿0.0㪈3㪀

㩿0.042㪀 㩿0.03㪏㪀 㩿0.0㪍㪎㪀㩿0.0㪎3㪀㩿0.05㪐㪀㩿0.0㪍㪐㪀㩿0.03㪈㪀㩿0.034㪀

㩿0.0㪈㪍㪀 㩿0.0㪈5㪀 㩿0.02㪍㪀 㩿0.025㪀 㩿0.02㪈㪀 㩿0.02㪈㪀

㩿0.0㪈㪐㪀㩿0.0㪈㪏㪀㩿0.025㪀㩿0.02㪎㪀㩿0.0㪈3㪀㩿0.0㪈4㪀㩿0.0㪈4㪀㩿0.0㪈4㪀

㩿0.040㪀 㩿0.0㪎㪏㪀㩿0.0㪏㪐㪀㩿0.052㪀㩿0.05㪐㪀㩿0.02㪏㪀㩿0.03㪈㪀㩿0.03㪍㪀

㩿0.03㪎㪀㩿0.04㪈㪀㩿0.045㪀㩿0.04㪐㪀㩿0.02㪏㪀㩿0.033㪀㩿0.024㪀㩿0.02㪎㪀

㩿0.㪈㪈㪏㪀 㩿0.㪈03㪀 㩿0.㪏22㪀 㩿0.㪎34㪀 㩿0.㪎㪐㪎㪀 㩿0.㪎40㪀 㩿0.㪏㪎㪐㪀 㩿0.㪎3㪈㪀

㩿0.553㪀

㩿0.03㪐㪀㩿0.044㪀

㩿0.㪍2㪏㪀㩿0.㪍㪐㪐㪀 㩿0.㪍52㪀

㩿0.035㪀㩿0.040㪀㩿0.03㪍㪀 㩿0.032㪀

㩿0.44㪈㪀㩿0.525㪀㩿0.2㪎㪍㪀㩿0.302㪀

㩿0.02㪈㪀 㩿0.0㪈㪏㪀

㩿0.2㪏㪈㪀 㩿0.5㪏5㪀㩿0.㪍45㪀㩿0.54㪈㪀㩿0.㪍㪈3㪀

㩿0.020㪀 㩿0.024㪀 㩿0.023㪀

㩿0.333㪀㩿0.400㪀㩿0.23㪈㪀

㩿0.05㪈㪀 㩿0.04㪐㪀 㩿0.03㪎㪀 㩿0.034㪀

㩿0.02㪐㪀㩿0.034㪀㩿0.04㪍㪀㩿0.04㪎㪀

㩿0.032㪀

㩿0.02㪍㪀

㩿0.3㪐5㪀

㩿0.002㪀㩿0.002㪀㩿0.002㪀 㩿0.00㪈㪀

㩿0.3㪐㪎㪀

㩿0.024㪀

㩿0.03㪈㪀㩿0.0㪈5㪀

㩿0.0㪈㪎㪀

㩿0.03㪐㪀

㩿0.002㪀㩿0.002㪀㩿0.002㪀 㩿0.00㪈㪀

㩿0.㪈㪐5㪀

㩿0.0㪈5㪀

㩿0.0㪈㪐㪀

㪪㫌㪹 㪪a㫄㫇l㪼 㩿㪈㪐㪏2㪝㪰㪄㪈㪐㪐2㪝㪰㪀

中ዊ䍃中ၷડᬺᄢડᬺ

㩿0.02㪈㪀㩿0.023㪀㩿0.025㪀㩿0.02㪐㪀

㩿0.023㪀

 
㧔⠨㧕1. ᒐౝߪᮡḰ⺋Ꮕߩ୯ࠇߙࠇߘߪ*ޔ**ޔ***ޔࠅߢ  ޕߔ␜ࠍߣߎࠆߢᗧߢ᳓Ḱ%10ޔ%5ޔ1%

     2. Sargan  ޕࠆߢᬌቯߩߡߟߦ⺑Ꮻή߁ߣࠆࠇߐߚḩ߇ㆊ⼂ߪߣ࠻ࠬ࠹

     3. AR Test ߪߣ Arellano-Bond  ޕࠆߢᬌቯߩߡߟߦ⺑Ꮻή߁ߣߥ߇Ꮖ⋧㑐⥄ࠆࠃߦ
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 A-2 ഭ㔛ⷐ㑐ᢙߩផቯ⚿ᨐ (↥ᬺ) 

 

೨ᦼ㓹↪⠪ᢙ 0.424 㪁㪁㪁 0.㪎54 㪁㪁㪁 0.㪎02 㪁㪁㪁 0.㪍4㪍 㪁㪁㪁

㩿0.0㪍㪎㪀 㩿0.02㪈㪀 㩿0.022㪀 㩿0.03㪍㪀
ᄖ࿖╬ᜬᩣᲧ率 㪄0.3㪐㪐 㪁㪁 㪄0.5㪐5 㪁㪁㪁 0.0㪐㪍 㪄0.253 㪁㪁㪁

䇭䇭㬍೨ᦼ㓹↪⠪ᢙ 㩿0.㪈㪍㪏㪀 㩿0.0㪍5㪀 㩿0.0㪎4㪀 㩿0.0㪐5㪀
金Ⲣ機㑐ᜬᩣᲧ率 0.523 㪁㪁㪁 㪄0.㪈35 㪁㪁㪁 㪄0.0㪎3 㪁 0.0㪈2
䇭䇭㬍೨ᦼ㓹↪⠪ᢙ 㩿0.0㪐㪍㪀 㩿0.05㪈㪀 㩿0.04㪈㪀 㩿0.0㪍㪈㪀
事ᬺᴺੱᜬᩣᲧ率 0.423 㪁㪁㪁 0.023 0.304 㪁㪁㪁 0.㪈5㪈 㪁㪁㪁

䇭䇭㬍೨ᦼ㓹↪⠪ᢙ 㩿0.㪈㪈㪏㪀 㩿0.03㪐㪀 㩿0.053㪀 㩿0.05㪎㪀
୫Ყ率 㪄0.0㪐5 㪄0.202 㪁㪁㪁 㪄0.05㪏 㪄0.0㪈㪎
䇭䇭㬍೨ᦼ㓹↪⠪ᢙ 㩿0.0㪍㪎㪀 㩿0.04㪈㪀 㩿0.03㪏㪀 㩿0.05㪈㪀
ᄁ上㜞 0.33㪈 㪁㪁㪁 0.0㪐4 㪁㪁㪁 0.㪈52 㪁㪁㪁 0.㪈㪎4 㪁㪁㪁

㩿0.044㪀 㩿0.0㪈2㪀 㩿0.023㪀 㩿0.024㪀
⾓金 㪄0.2㪏2 㪁㪁㪁 㪄0.2㪍4 㪁㪁㪁 㪄0.24㪎 㪁㪁㪁 㪄0.244 㪁㪁㪁

㩿0.04㪍㪀 㩿0.0㪈㪍㪀 㩿0.03㪍㪀 㩿0.023㪀
ᄖ࿖╬ᜬᩣᲧ率 㪄0.05㪈 0.425 㪁㪁㪁 㪄0.0㪈㪈 0.㪈㪎0
䇭䇭㬍ᄁ上㜞 㩿0.㪈35㪀 㩿0.05㪈㪀 㩿0.0㪎5㪀 㩿0.0㪎㪍㪀
ᄖ࿖╬ᜬᩣᲧ率 0.2㪍㪈 㪁 㪄0.224 㪁㪁㪁 0.㪈0㪏 㪄0.004
䇭䇭㬍⾓金 㩿0.㪈50㪀 㩿0.05㪈㪀 㩿0.㪈22㪀 㩿0.0㪏0㪀
ᄖ࿖╬ᜬᩣᲧ率 㪈.㪏㪐㪈 㪁㪁㪁 㪄3.223 㪁㪁㪁 㪄2.05㪎 㪄2.304 㪁㪁㪁

㩿0.㪍3㪎㪀 㩿0.53㪈㪀 㩿㪈.53㪈㪀 㩿0.㪎45㪀
金Ⲣ機㑐ᜬᩣᲧ率 㪄0.3㪎㪐 㪁㪁㪁 0.052 㪄0.0㪈㪍 㪄0.0㪈㪏
䇭䇭㬍ᄁ上㜞 㩿0.0㪎㪈㪀 㩿0.03㪎㪀 㩿0.04㪈㪀 㩿0.04㪎㪀
金Ⲣ機㑐ᜬᩣᲧ率 0.3㪈㪈 㪁㪁㪁 0.0㪈㪐 0.㪈5㪍 㪁㪁㪁 0.0㪍2
䇭䇭㬍⾓金 㩿0.0㪍0㪀 㩿0.034㪀 㩿0.05㪏㪀 㩿0.03㪏㪀
金Ⲣ機㑐ᜬᩣᲧ率 㪈.㪈2㪐 㪄0.㪍㪈3 㪄㪈.3㪍㪐 㪄0.545

㩿㪈.㪈2㪎㪀 㩿0.552㪀 㩿㪈.0㪈㪐㪀 㩿0.5㪐㪈㪀
事ᬺᴺੱᜬᩣᲧ率 㪄0.㪈㪈㪐 㪁 㪄0.025 㪁 㪄0.2㪈㪏 㪁㪁㪁 㪄0.㪈03 㪁㪁㪁

䇭䇭㬍ᄁ上㜞 㩿0.0㪎0㪀 㩿0.0㪈4㪀 㩿0.04㪍㪀 㩿0.03㪏㪀
事ᬺᴺੱᜬᩣᲧ率 0.00㪏 0.04㪐 㪁㪁 0.425 㪁㪁㪁 0.0㪐5
䇭䇭㬍⾓金 㩿0.0㪎4㪀 㩿0.024㪀 㩿0.0㪍㪈㪀 㩿0.04㪈㪀
事ᬺᴺੱᜬᩣᲧ率 㪄0.045 㪄0.2㪍2 㪄2.㪎22 㪁 0.㪈㪈2

㩿0.㪈3㪏㪀 㩿0.545㪀 㩿㪈.4㪈㪏㪀 㩿0.53㪐㪀
୫Ყ率 0.0㪏㪍 㪁 0.㪈㪏0 㪁㪁㪁 0.04㪎 㪁 0.03㪈
䇭䇭㬍ᄁ上㜞 㩿0.050㪀 㩿0.02㪏㪀 㩿0.02㪏㪀 㩿0.03㪏㪀
୫Ყ率 㪄0.㪈㪈㪈 㪁㪁 㪄0.2㪈0 㪁㪁㪁 㪄0.2㪍5 㪁㪁㪁 㪄0.㪈4㪐 㪁㪁㪁

䇭䇭㬍⾓金 㩿0.044㪀 㩿0.02㪐㪀 㩿0.04㪎㪀 㩿0.025㪀
୫Ყ率 0.2㪈3 㪄0.0㪈0 3.0㪍㪈 㪁㪁㪁 㪈.502 㪁㪁㪁

㩿0.㪎㪐㪎㪀 㩿0.0㪈2㪀 㩿0.㪏32㪀 㩿0.4㪏㪐㪀
ቯᢙ㗄 0.00㪎 㪁㪁㪁 㪄0.005 㪁㪁㪁 㪄0.0㪈㪈 㪁㪁㪁 㪄0.002

㩿0.002㪀 㩿0.002㪀 㩿0.002㪀 㩿0.002㪀

㫐㪼a㫉 㪻㫌㫄㫄㫐 㫐㪼㫊
ડᬺᢙ
䉰ン䊒䊦ᢙ
㪪a㫉㪾a㫅 㪫㪼㫊㫋
  㫇㪄㫍al㫌㪼
㪘㪩 㪫㪼㫊㫋
  㫇㪄㫍al㫌㪼

㪏㪍5㪎
㪎㪏㪎

㩿0.445㪀
㪄㪈0㪏5

㪈53.3

㩿0.0㪍3㪀

ൻቇ 㔚᳇機ེ 機᪾

㩿0.㪍㪈㪎㪀
0.50

㩿㪈.000㪀
㪎㪏.5㪍 㪈㪈㪏.35

㩿㪈.000㪀

㫐㪼㫊㫐㪼㫊㫐㪼㫊

㪈3㪏㪍
㪈2㪍㪈42

㪈5㪍2㪈22㪈
㪈㪈㪈

㪄0.㪍㪎
㩿0.50㪍㪀 㩿0.43㪎㪀

㪄0.㪎㪏
㩿㪈.000㪀
㪏4.㪏㪈

ో↥ᬺ
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 㪈

ㅴൻ⚻ᷣቇ⺰㓸╙１１㓸                              ２００䋷年䋳月２䋴䋭２䋵日 

੩ㇺᄢ会ᣈ੩ㇺᄢቇ 

 

 

      日☨ㅧᬺにお䈔䉎所ᓧಽ㈩とᓴⅣ⊛ᚑ㐳 

 

                                ੩ㇺᄢቇ（㒮）  ⭽↰ ┥ਯ 

要ᣦ 

本研究䈪䈲、ᚢᓟの日☨のㅧᬺをಽᨆኻ⽎と䈚、両࿖にお䈇䈩生↥と所ᓧಽ㈩とを⚿び䈧

䈔䈩䈇䉎構ㅧを䉌䈎に䈚、䈠䉏によ䈦䈩䉅䈢䉌䈘䉏䉎ᓴⅣ⊛ᚑ㐳のឬ౮を⹜䉂䉎䇯ಽᨆに↪䈜

䉎の䈲、㪙a㫉㪹o㫊a㪄㪝㫀l㪿o a㫅㪻 㪫a㫐lo㫉㩿2003㪀にお䈇䈩ឭ␜䈘䉏䈩䈇䉎改⦟ဳ䉫䉾䊄䉡䉞ン䊝䊂䊦䈪䈅

䉎䇯 

 よ䈒⍮䉌䉏䈩䈇䉎よ䈉に䉫䉾䊄䉡䉞ン䊝䊂䊦と䈲、㪞oo㪻㫎㫀㫅㩿㪈㪐㪍㪎㪀にお䈇䈩ೋ䉄䈩␜䈘䉏䈢、ᓴⅣ⊛

ᚑ㐳䊝䊂䊦䈪䈅䉎䇯景᳇ᓴⅣの要因を、労働Ꮢ႐にお䈔䉎ಽ㈩率のᄌേに᳞䉄、ᚑ㐳ℂ⺰とᓴ

Ⅳℂ⺰とを⛔ว䈚䈢ὐに、䈠の特⾰䈏䈅䉎䇯䊁䉟ラー䉌䈲、⾗本のਇቢోⒿേをᗐቯ䈚䈢䉦レ䉿䉨

䉝ンのⷞὐをᜬ䈤ㄟ䉃ᒻ䈪、䉫䉾䊄䉡䉞ン䊝䊂䊦を改⦟䈚䈢䇯䈖の䊝䊂䊦䈪䈲、生↥㊂䈲ല㔛要

によ䈦䈩ⷙቯ䈘䉏、生↥⢻ജと↥出㊂との䉩䊞䉾䊒䈲、⾗本スト䉾䉪のⒿ働率をേ䈎䈜䈖と䈪⺞ᢛ䈘

䉏䉎䇯䈠䈚䈩⾗本Ⓙ働率と労働ಽ㈩率との⋧↪によ䈦䈩、ᓴⅣ⊛ᚑ㐳䈏ឬ౮䈘䉏䉎䇯

㪙a㫉㪹o㫊a㪄㪝㫀l㪿o a㫅㪻 㪫a㫐lo㫉㩿2003㪀䈲、䈖の改⦟ဳ䉫䉾䊄䉡䉞ン䊝䊂䊦をឭ␜䈚䈢上䈪、䈖䉏を䉝䊜リ䉦

の࿖᳃⚻ᷣにኻ䈚䈩ㆡ↪䈚、䌖䌁䌒䊝䊂䊦を↪䈇䈢ታ⸽ಽᨆをⴕ䈦䈩䈇䉎䇯 

 本研究䈪䈲、䊁䉟ラー䉌の⼏⺰をᛕ್⊛にᬌ⸛䈚䈧䈧、䈖の䊝䊂䊦をᚢᓟの日☨のㅧᬺにㆡ

↪䈚䈩、ᚑ㐳ᓴⅣの構ㅧを⺞䈼䉎䇯䈠のಽᨆの⚿ᨐ、両࿖のㅧᬺ䈲と䉅に、ቯᕈをḩ䈢䈜ᚑ

㐳ᓴⅣの構ㅧを䈚䈩䈇䉎䈖と䈏್䈚䈢䇯䈘䉌に、䈖䉏䉌の構ㅧを䈒䉒䈚䈒䈩䈇䈒と、䈠䈖に䈲

⏕䈭Ꮕ⇣䈏ሽ䈚䈩お䉍、䈖の㆑䈇䈲両࿖の労働Ꮢ႐の特⾰に↱᧪䈜䉎の䈪䈲䈭䈇䈎、と⠨䈋䉌

䉏䉎䇯本⺰䈪䈲䈖の⺑のᬌ⸽䉅ⴕ䈇、日☨のᚑ㐳ᓴⅣに䈧䈇䈩制度⊛ᄙ᭽ᕈのⷰὐ䈎䉌⺑

䈨䈔䉎䈖とを⋡ᜰ䈜䇯 

 

 

１䋮䊝䊂䊦 

 

１䋮１ 䉫䉾䊄䉡䉞ン䊝䊂䊦と䈠の㗴ὐ 

 㪞oo㪻㫎㫀㫅㩿㪈㪐㪍㪎㪀にお䈇䈩ឭ␜䈘䉏䈢ᚑ㐳ᓴⅣ䊝䊂䊦䈲、景᳇ᓴⅣを⾗本⫾Ⓧ率のᄌേと䈚䈩と

䉌䈋、䈠のേ䈐を労働Ꮢ႐にお䈔䉎所ᓧಽ㈩との㑐ㅪ䈪⺑䈚䈩䈇䉎䇯䈖の䊝䊂䊦䈏ឬ౮䈜䉎ᓴ

Ⅳ⊛ᚑ㐳の䉲䊅リ䉥と䈲、એਅのよ䈉䈭䉅の䈪䈅䉎䇯 

 ⚻ᷣのᒛᦼにお䈇䈩䈲、↥出ᚑ㐳䈏ടㅦ䈜䉎のにと䉅䈭䈦䈩労働㔛要䈏Ⴧᄢ䈚、㓹↪率䈏

上昇䈜䉎䇯䈖䉏䈲、労働Ꮢ႐にお䈔䉎労働⠪のᷤജを㜞䉄䉎⚿ᨐを䈒䇯䉫䉾䊄䉡䉞ン䊝䊂䊦䈪
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䈲、ታ⾰⾓金のᄌൻ率䈲㓏⚖㑆のᷤによ䈦䈩ቯ䉁䉎と䉂䈭䈘䉏䈩お䉍、労働⠪のᒝ䈇ᷤജ䈲

ታ⾰⾓金上昇とẢ❗に䈧䈭䈏䉎䇯⾗本⫾Ⓧ䈏⾗本家のẢ所ᓧ䈎䉌ⴕ䉒䉏䉎と⠨䈋䉎と、

Ả❗䈲⫾Ⓧのᷫㅦをᒁ䈐䈖䈜䈖とに䈭䉎䇯 

 䈖䈖䈪、労働生↥ᕈ上昇率と⾗本スト䉾䉪Ⓙ働率と䈏、ᤨ㑆をㅢ䈛䈩৻ቯ䈪䈅䉎とቯ䈜䉎と、↥

出のᚑ㐳率䈲⾗本スト䉾䉪の⫾Ⓧ率にቢోにଐሽ䈜䉎䇯䈜䈭䉒䈤、⾗本⫾Ⓧのᷫㅦ䈲↥出ᚑ㐳

率のૐਅに䈧䈭䈏䉍、⚻ᷣ䈲ᓟㅌᦼ䈻とォ䈛䉎䇯䈖䉏によ䈦䈩労働㔛要䉅ᷫዋ䈜䉎䈢䉄、㓹↪率

䈲ᖡൻ䈚、↥ᬺ੍ァലᨐによ䈦䈩ታ⾰⾓金率䉅ਅ⪭䈜䉎䇯䈣䈏䈠の䈢䉄に、Ảಽ㈩率の上

昇と⾗本⫾Ⓧのౣടㅦ䈏䉅䈢䉌䈘䉏䉎䈢䉄、↥出ᚑ㐳率䉅䈸䈢䈢び上昇にォ䈛、⚻ᷣ䈲䉁䈢ᒛ

ᦼ䈻ะ䈎䈉䈖とと䈭䉎䇯 

 所ᓧಽ㈩のⷰὐ䈎䉌⚻ᷣᚑ㐳のᓴⅣを⺑䈜䉎䉫䉾䊄䉡䉞ン䊝䊂䊦䈲、ᄙ䈒の␜ໂにን䉃䇯䈚䈎

䈚หᤨにᄙ䈒の㗴䉅ᛴ䈋䈩お䉍、ᄢ䈭改⦟の䈏䈅䉎䇯╙１に、生↥‛䈏ో䈩㔛要䈘䉏䉎と

䈇䈉、䉶䉟ᴺೣ䈏ቯ䈘䉏䈩䈇䉎ὐ䈪䈅䉎䇯䉫䉾䊄䉡䉞ン䊝䊂䊦䈪䈲、↥出᳓Ḱ䈏ቢోにଏ⛎の

᧦ઙによ䈦䈩ⷙቯ䈘䉏䉎䈢䉄、ല㔛要の㗴䈏ሽ䈚䈩䈇䈭䈇䇯╙２に、╙１ὐと㑐ㅪ䈜䉎㗴

䈣䈏、⾗本スト䉾䉪のⒿ働率䈏৻ቯと䈇䈉ቯ䉅、㕖ታ⊛䈪䈅䉎䇯上ㅀの䊝䊂䊦䈪䈲、⾗本⫾Ⓧ

と↥出ᚑ㐳と䈏ห䈛䊁ンポ䈪ㅴ䉃とᗐቯ䈚䈩䈇䉎䈏、ታ㓙に䈲両⠪のᚑ㐳率䈲⇣䈭䉎と⠨䈋䈢ᣇ

䈏ታ⊛䈪䈅䉍、⾗本スト䉾䉪のⒿ働率䈲䈠の䉩䊞䉾䊒を⺞ᢛ䈜䉎ᒻ䈪ᄌേ䈚䈩䈇䉎とᗐቯ䈚䈢ᣇ

䈏⦟䈇䇯╙䋳に、労働生↥ᕈの上昇率䈏৻ቯと䈇䈉ቯ䈪䈅䉎䇯労働生↥ᕈ䉅景᳇ᓴⅣのᓇ㗀を

ฃ䈔䈩ᄌൻ䈚䈩お䉍、䉁䈢ታ⾰⾓金とと䉅に⾓金―Ảのಽ㈩率をⷙቯ䈜䉎㊀要䈭ᄌᢙ䈪䈅䉎䇯

䈚䈢䈏䈦䈩、䈖䉏䉅䊝䊂䊦に⚵䉂ㄟ䉖䈣ᣇ䈏ᦸ䉁䈚䈇䇯 

 㪙a㫉㪹o㫊a㪄㪝㫀l㪿o a㫅㪻 㪫a㫐lo㫉㩿2003㪀䈪䈲、䈖䉏䉌の㗴を〯䉁䈋䈢上䈪、Ⓙ働率のᄌേにὶὐをᒰ

䈩䈢改⦟ဳ䉫䉾䊄䉡䉞ン䊝䊂䊦䈏ឭ␜䈘䉏䈩䈇䉎䇯 

  

１䋮２ 䊁䉟ラーဳ䉫䉾䊄䉡䉞ン䊝䊂䊦 

 䊁䉟ラー䉌の改⦟ဳ䊝䊂䊦のਥ䈣䈦䈢特ᓽ䈲、એਅの䋳ὐ䈪䈅䉎䇯 

 ╙１に、䉶䉟ᴺೣのቯをข䉍㒰䈐、↥出䈏ല㔛要によ䈦䈩ⷙቯ䈘䉏䉎と䉂䈭䈜䇯ല㔛要䈲、

ฦ䇱のᤨઍ・社会にお䈔䉎㔛要構ㅧにᓥ䈦䈩ᒻᚑ䈘䉏䉎䉅のと⠨䈋、䈠の᳓Ḱ䈲㓏⚖㑆にお䈔䉎

所ᓧಽ㈩にᄢ䈐䈒ଐሽ䈜䉎䇯 

 ╙２に、ẜ↥出とታ↥出のᚑ㐳率䈏⇣䈭䉎䊝䊂䊦と䈭䉎䈢䉄、⾗本スト䉾䉪のⒿ働率䈏ᨵエに

േ䈒ᄌᢙと䈭䉎䇯Ⓙ働率䈲、䈖の両⠪のਵ㔌を䈜䉎ᢙ୯䈪䈅䉍、↥出のᒛ・ᓟㅌをẜ↥出

とのᲧセにお䈇䈩ᝒ䈋䉎䈖と䈏、น⢻と䈭䉎䇯䈖の䊝䊂䊦にお䈇䈩景᳇ᓴⅣのᜰᮡと䈭䉎の䈲、⾗

本Ⓙ働率䈪䈅䉎䇯 

 ╙䋳に、労働ಽ㈩率のᄌേを䊝䊂䊦ൻ䈜䉎㓙に、ታ⾰⾓金の䉂䈪䈲䈭䈒、労働生↥ᕈのᄌൻ䉅

ข䉍ㄟ䉁䉏䈩䈇䉎䇯 

 䈖䈉䈚䈢ቯにၮ䈨䈇䈩、⾗本Ⓙ働率u と労働ಽ㈩率\ とに㑐䈚䈩、䊝䊂䊦ൻをⴕ䈉䇯ฦ⸥ภの

䈜ᄌᢙ䈲、એਅのㅢ䉍䈪䈅䉎䇯 
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 ⾗本スト䉾䉪䋺K   ↥出䋺 X   ⾗本Ⓙ働率 K
Xu =  

 ታ⾰⾓金䋺Z    労働生↥ᕈ䋺[   労働ಽ㈩率䋺 [
Z\ =  

䈖䈖䈪、ฦᄌᢙのᤨ㑆ᄌൻ率を᳞䉄䉎と、 

KXu ˆˆˆ −=   （１）         [Z\ ˆˆˆ −=   （２） 

と䈭䉎䇯 䈖䈖䈪 X̂ 䋬 K̂ 䋬Ẑ 䋬 [̂  の䈠䉏䈡䉏と、u 、\ の㑆に✢ᒻの構ㅧをቯ䈚、䊝䊂䊦を構▽

䈜䉎䇯䊝䊂䊦ൻにᒰ䈢䈦䈩䈲、એਅに␜䈜よ䈉䈭ฦଥᢙのᱜ⽶のቯ䈏⟎䈎䉏䈩䈇䉎１）

 䇯䈢䈣䈚䈖

䉏䉌のቯ䈲、䊁䉟ラー䉌䈏ಽᨆኻ⽎と䈜䉎、䉝䊜リ䉦࿖᳃⚻ᷣをᗐቯ䈚䈩⸳ቯ䈘䉏䈢䉅の䈣と䈇䈉

䈖とを、ᔓ䉏䈩䈲䈭䉌䈭䈇䇯 

䉁䈝↥出 X に䈧䈇䈩、 

\ααα \++= uX u0
ˆ   （䋳） 

とお䈒䇯䉬䉟ン䉳䉝ンのቯᕈ᧦ઙ䈏ḩ䈢䈘䉏䈩䈇䉎䈭䉌䈳、Ⓙ働率䈏㜞䈇᳓Ḱに䈭䉎に䈧䉏䈩↥

出のિび䈲ૐਅ䈜䉎の䈪、 0<uα と䈭䉎䇯 \α のᱜ⽶に䈲、ല㔛要をቯ䈜䉎㔛要構ㅧ䈏㑐

䉒䉎䇯労働⠪のᶖ⾌䈏㔛要を‧ᒁ䈜䉎⾓金ਥዉဳ⚻ᷣにお䈇䈩䈲、労働ಽ㈩率䈲↥出にኻ䈚䈩

ᱜのᓇ㗀をਈ䈋、Ả所ᓧ䈎䉌のᛩ⾗䈏㔛要を支䈋䉎Ảਥዉဳ⚻ᷣ䈪䈅䉏䈳、労働ಽ㈩率と

↥出㊂と䈲ㅒ⋧㑐と䈭䉎䇯ᄙ䈒のᚑ㐳ㆊ⒟に䈅䉎⚻ᷣにお䈇䈩䈲、ᓟ⠪のẢਥዉဳ䈏৻⥸⊛

䈣とᕁ䉒䉏䉎の䈪、 0<\α と䈜䉎䇯 

 ⛯䈇䈩⾗本スト䉾䉪Kに䈧䈇䈩䉅、 

\βββ \++= uK u0
ˆ   （䋴） 

と䈜䉎䇯৻⥸に⾗本⫾Ⓧ䈲、Ⓙ働率の᳓ḰおよびẢಽ㈩率にኻ䈚䈩ᱜの⋧㑐をᜬ䈤、 0>uβ 、

0<\β と䈭䉎䇯 

 ታ⾰⾓金Z に䈧䈇䈩、 

\JJJZ \++= uu0ˆ   （䋵） 

をቯ䈜䉎䇯䉝䊜リ䉦の䊂ー䉺によ䉏䈳、Ⓙ働率䈏上䈏䈦䈢㓙に䈲、ฬ⋡⾓金䈏‛ଔよ䉍䉅ᄢ䈐䈒

上昇䈚、ታ⾰⾓金䈲Ⓙ働率にኻ䈚䈩ᱜの⋧㑐をᜬ䈧䈢䉄、 0>uJ と䈜䉎䇯䉁䈢☨࿖のታ⾰⾓金

䈲労働ಽ㈩率にኻ䈚䈩おお䉃䈰ᱜの⋧㑐を␜䈚䈩䈇䉎の䈪、 0>\J 䈪䈅䉎䇯 
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 ᦨᓟに、労働生↥ᕈ[ に㑐䈚䈩、 

\δδδ[ \++= uu0
ˆ   （䋶） 

と⟎䈒䇯䉝䊜リ䉦の労働生↥ᕈ䈲、ㆊのⒿ働率・労働ಽ㈩率にኻ䈚䈩、おお䉃䈰ᱜのᔕを␜䈚

䈩䈇䉎䈢䉄、 0>uδ 、 0>\δ と䈭䉎䇯 

 䈖䈖䈪、（䋳）・（䋴）ᑼを（１）ᑼに、（䋵）・（䋶）ᑼを（２）ᑼにઍ䈜䉎と、એਅの 2 ᑼ䈏ᓧ䉌䉏䉎䇯 

\III\βαβαβα \\\ ++=−+−+−= uuu uuu 000 )()()(ˆ   （䋷） 

\TTT\δJδJδJ\ \\\ ++=−+−+−= uu uuu 000 )()()(ˆ   （䋸） 

 （䋷）ᑼに䈧䈇䈩、 0<uα 、 0>uβ 䈪䈅䉎䈎䉌、 0)( <=− uuu Iβα 䈏ᚑ立䈜䉎䇯 \I に㑐䈚䈩

䈲、 0<\α 、 0<\β 䈪䈅䉍、⛘ኻ୯をᲧ䈼䉎と \\ βα > と䈭䉎䈢䉄、 0)( <=− \\\ Iβα 䈪

䈅䉎䇯䈖の⛘ኻ୯に䈧䈇䈩のᗐቯ䈲、所ᓧಽ㈩䈏⫾Ⓧにਈ䈋䉎ᓇ㗀よ䉍䉅、ല㔛要をㅢ䈛䈩↥

出にਈ䈋䉎ᓇ㗀をᄢと䉂䈭䈜䈖とをᗧ䈚䈩お䉍、本䊝䊂䊦の䉦レ䉿䉨䉝ン⊛ᕈᩰを䈚䈩䈇䉎䇯 

 䈖䈖䈪、uのᤨ㑆ᓸಽを uuu u )( 0 \III \++=� と䈜䉎と、ቯᏱ⁁ᘒ 0=u� にお䈇䈩、 0zu よ䉍

એਅのᑼ䈏ᚑ立䈜䉎䇯 

\\ I
I

I
I\ 0−−= uu   （䋹） 

0<uI 、 0<\I よ䉍、（䋹）ᑼ䈲ᐔ㕙（u 䋬\ ）にお䈇䈩、ฝਅ䈏䉍の✢と䈚䈩䈘䉏、Ⓙ働率u䈲䈖

の 0=u� のラ䉟ンにᒁ䈐ነ䈞䉌䉏䉎よ䈉䈭േ䈐を␜䈜䇯䈖䉏䈲、Ⓙ働率䈏ല㔛要のᓇ㗀をᒝ䈒ฃ

䈔䈩、ಽ㈩率にว䈦䈢᳓Ḱに⺞ᢛ䈘䉏䉎䈖とをᗧ䈜䉎䇯䈠の䈢䉄䊁䉟ラー䉌䈲、 0=u� を␜䈜

ラ䉟ンを䇸ല㔛要ᦛ✢䇹（㪜㪽㪽㪼㪺㫋㫀㫍㪼 㪻㪼㫄a㫅㪻 㪺㫌㫉㫍㪼）とび、社会の㔛要構ㅧを䈜䉎䉅のと䉂䈭

䈜䇯ല㔛要ᦛ✢䈏ฝਅ䈏䉍䈪䈅䉏䈳、ቯᏱ⁁ᘒにお䈇䈩㜞䈇労働ಽ㈩率とૐ䈇Ⓙ働率と䈏ኻ

ᔕ䈚䈩お䉍、䈠の社会䈲Ảਥዉဳ⚻ᷣ䈪䈅䉎と⸒䈋䉎䇯 

 （䋷）ᑼとห᭽のಽᨆを、（䋸）ᑼに䈧䈇䈩䉅ⴕ䈉䇯೨ㅀのよ䈉に 0>uJ 、 0>uδ 、 0>\J 、

0>\δ 䈪䈅䉍、䈘䉌に䉝䊜リ䉦の䊂ー䉺に䈧䈇䈩、䈖䉏䉌の⛘ኻ୯をᲧセ䈜䉎と、おお䉃䈰

uu δJ > 、 \\ δJ < と䈭䈦䈩䈇䉎䇯䈚䈢䈏䈦䈩、 0)( >=− uuu TδJ 、 0)( <=− \\\ TδJ 䈪

䈅䉎䇯 
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 \ のᤨ㑆ᓸಽを \\TTT\ \ )( 0 ++= uu� と䈜䉎と、ቯᏱ⁁ᘒ 0=\� にお䈇䈩、 0z\ よ䉍、 

\\ T
T

T
T\ 0−−= uu   （㪈0） 

䈏ᚑ立䈜䉎䇯 0>uT 、 0<\T よ䉍、（㪈0）ᑼ䈲ᐔ㕙（u 䋬\ ）にお䈇䈩、ฝ上䈏䉍の✢と䈚䈩䈘䉏、

労働ಽ㈩率\ 䈲䈖のラ䉟ンにᒁ䈐ነ䈞䉌䉏䉎よ䈉にേ䈒䇯䈖䉏䈲、Ⓙ働率によ䈦䈩䈘䉏䉎景᳇

ᓴⅣ䈏、労働Ꮢ႐にお䈔䉎労働⠪のᷤജをⷙቯ䈚、ಽ㈩率をቯ⊛䈭᳓Ḱに⺞ᢛ䈜䉎䈖とを

␜䈜䇯䈠䈖䈪、（㪈0）ᑼ䈏䈜䈖のラ䉟ンを、䇸ಽ㈩ᦛ✢䇹（㪛㫀㫊㫋㫉㫀㪹㫌㫋㫀㫍㪼 㪺㫌㫉㫍㪼）とቯ⟵䈜䉎䇯䈖のよ䈉

に、ಽ㈩ᦛ✢䈏ฝ上䈏䉍䈪䈅䉍、Ⓙ働率と労働ಽ㈩率と䈏ᱜの⋧㑐をᜬ䈦䈩䈇䉎社会䈲、ᅢᴫᦼ

䈾䈬労働⠪㓏⚖のജ䈏Ⴧ䈜ಽ㈩構ㅧを䈚䈩䈇䉎䇯 

 㪙a㫉㪹o㫊a㪄㪝㫀l㪿o a㫅㪻 㪫a㫐lo㫉㩿2003㪀䈪䈲、䈖の䊝䊂䊦のឭ␜に⛯䈇䈩、☨࿖の࿖᳃⚻ᷣ䊂ー䉺を↪

䈇䈩、䌖䌁䌒䊝䊂䊦（䊔䉪ト䊦୯⥄Ꮖ࿁Ꮻ䊝䊂䊦）によ䉎࿁Ꮻಽᨆをⴕ䈦䈩䈇䉎２）

 䇯䈠の⚿ᨐ、（䋹）・

（㪈0）ᑼのଥᢙのᱜ⽶䈲、䊝䊂䊦のቯ䈬お䉍に ¸̧
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と䈭䉍、ਅの࿑１に␜䈘䉏

䈩䈇䉎よ䈉に、ല㔛要ᦛ✢䈏ฝਅ䈏䉍、ಽ㈩ᦛ✢䈏ฝ上䈏䉍と䈭䉎䇯䉁䈢、ଥᢙⴕの࿕୯よ

䉍、2 ᦛ✢のὐ䈲ቯ᷵⁁ὐと䈭䉎䇯 

 

    

࿑１ 䉝䊜リ䉦࿖᳃⚻ᷣにお䈔䉎２ᦛ✢と⸃゠（年ᰴ䊂ー䉺） 

 

䈚䈢䈏䈦䈩䉝䊜リ䉦の࿖᳃⚻ᷣに䈧䈇䈩、એਅの䈖と䈏␜䈘䉏䉎䇯䉁䈝、 0<uI 、 0<\I 䈪ല

㔛要ᦛ✢䈏ฝਅ䈏䉍䈪䈅䉎䈖と䈎䉌、Ảਥዉဳのᚑ㐳を䈚䈩䈐䈢䈖と䈏ಽ䈎䉎䇯䉁䈢、 0>uT 、

㪜㪽㪽㪼㪺㫋㫀㫍㪼  㪻㪼㫄a㫅㪻
㪛㫀㫊㫋㫉㫀㪹㫌㫋㫀㫍㪼

労
働
ಽ
㈩
率
㱄 

⾗本Ⓙ働率䌵 



 㪍

0<\T 䈪ಽ㈩ᦛ✢䈲ฝ上䈏䉍䈪䈅䉎䈖と䈎䉌、労働⠪のᷤജ䈏景᳇の上昇・ਅ㒠とᱜの⋧㑐

をᜬ䈦䈩䈇䉎䇯䈠䈚䈩、２ᦛ✢のὐ䈲ቯ᷵⁁ὐ䈪䈅䉍、（ u 䋬\ ）䈲、ᤨ⸘࿁䉍に࿁䉍䈭䈏䉌

ὐに᧤䈜䉎䇯 

 

 

２䋮日☨ㅧᬺのᲧセ 

 

２䋮１ ಽᨆᣇᴺ 

 本研究䈪䈲、䊁䉟ラーဳ䉫䉾䊄䉡䉞ン䊝䊂䊦を↪䈚䈩、日☨のᚑ㐳ᓴⅣの構ㅧをᲧセಽᨆ䈜䉎䇯

ታ⸽に䈅䈢䈦䈩䈲、㪙a㫉㪹o㫊a㪄㪝㫀l㪿o a㫅㪻 㪫a㫐lo㫉㩿2003㪀をෳ⠨に䈚䈧䈧䉅、䈇䈒䈧䈎のᄌᦝをട䈋䈢䇯 

 䉁䈝、ಽᨆのኻ⽎を࿖᳃⚻ᷣో䈪䈲䈭䈒、ㅧᬺと䈚䈢䇯䈖の䊝䊂䊦䈲、䇸ല㔛要の制⚂を

ฃ䈔䈩、⾗本Ⓙ働率をᄌൻ䈘䈞䉎䈖と䈪↥出の⺞ᢛ䈏ⴕ䉒䉏䉎䇹と䈇䈉䉦レ䉿䉨䉝ン⊛䈭ᗐቯを、

中心に䈜䈋䈩䈇䉎䇯䈖のᗐቯ䈲、ㅧᬺに㑐䈚䈩䈲⺑ᓧജ䈏䈅䉎䈏、㕖ㅧᬺをో䈒ห䈛よ䈉にᛒ

䈉䈖と䈏䈪䈐䉎䈎䈲⇼䈪䈅䉎䇯 

 䉁䈢࿖᳃⚻ᷣをኻ⽎と䈜䉎ಽᨆ䈲、䊂ー䉺の㕙䈎䉌䈩䉅㗴䈏䈅䉎䇯ో↥ᬺのⒿ働率 u と䈚䈩、

䌇䌄䌐䋯ẜ䌇䌄䌐䈏↪䈇䉌䉏䈩䈇䉎䈏、䈖のẜ䌇䌄䌐の▚出に㑐䈚䈩䈲᭽䇱䈭ᚻᴺ䈏ਗሽ䈚䈩

お䉍、䈬䉏䈏ㆡಾ䈪䈅䉎䈎に䈧䈇䈩䈲◲නに⚿⺰䈏ਅ䈞䈭䈇䋳）

 䇯ኻ⽎をㅧᬺに㒢ቯ䈜䉏䈳、Ⓙ

働率ᜰᢙを䈠の䉁䉁u と䈚䈩↪䈇䉎䈖と䈏น⢻と䈭䉎䇯 

 䉁䈢、ಽᨆのኻ⽎と䈭䉎ᤨઍに䈧䈇䈩䉅、ୃᱜをⴕ䈭䈦䈢䇯㪙a㫉㪹o㫊a㪄㪝㫀l㪿o a㫅㪻 㪫a㫐lo㫉㩿2003㪀にお

䈇䈩䈲、㪈㪐2㪐䌾2002 年と䈇䈉ᭂ䉄䈩㐳ᦼに䉒䈢䉎䊂ー䉺♽䈏、৻䈚䈩࿁Ꮻಽᨆに䈎䈔䉌䉏䈩

䈇䉎䇯䈚䈎䈚、╙２ᰴᄢᚢ೨䈎䉌２１♿に䉎䉁䈪のᚑ㐳制を、ห৻の䉅のと䈚䈩ᛒ䈦䈩⦟䈇の

䈣䉐䈉䈎䇯特に日本の႐ว、ㄘ䈭䈬にㆊ労働ജ䈏ᱷሽ䈚䈩䈇䈢 㪈㪐50 年ઍ䉁䈪と、䈠䉏䉌䈏⸃

ᶖ䈘䉏䈩㜞度ᚑ㐳に⓭䈚䈢 㪈㪐㪍0 年ઍએ㒠とを৻䈚䈩ಽᨆ䈜䉎の䈲、ੂ䈭⼏⺰と⸒䉒䈙䉎

を䈋䈭䈇䇯䈠䈖䈪本研究䈪䈲、ᚢᓟ、䈠䉏䉅 㪈㪐㪍0 年ઍએ㒠にᤨઍを⛉䈦䈩ಽᨆに䈎䈔䈢䇯 

䈚䈎䈚、ᤨઍಽを⍴䈒䈚䈢䈖とによ䈦䈩、䊂ー䉺ᢙのਇ⿷を䈒ᕟ䉏䉅䈅䉎䇯䈠の䈢䉄、年ᰴ䊂

ー䉺䈪䈲䈭䈒྾ඨᦼ䊂ー䉺を↪䈇䉎䈖とに䈜䉎䇯 

 

２䋮２ 䉝䊜リ䉦ㅧᬺのಽᨆ 

 上⸥のᚻᴺにᓥ䈇、䌖䌁䌒䊝䊂䊦を↪䈇䈢࿁Ꮻಽᨆをⴕ䈉䇯䉁䈝䈲、䉝䊜リ䉦のㅧᬺ䈪䈅䉎䇯 

 䉝䊜リ䉦ㅧᬺのⒿ働率uに䈧䈇䈩䈲、䌏䌅䌃䌄の 㪤a㫀㫅 㪜㪺o㫅o㫄㫀㪺 㪠㫅㪻㫀㪺a㫋o㫉 をෳᾖ䈚、㪚a㫇a㪺㫀㫋㫐  

㪬㫋㫀l㫀㫑a㫋㫀o㫅 の྾ඨᦼ䊂ー䉺を䈠の䉁䉁↪䈇䈢䇯労働ಽ㈩率\ に㑐䈚䈩䈲、䌎䌉䌐䌁の྾ඨᦼ䊂ー䉺

䈎䉌、（⚐生↥䋭⺖⒢㗵䋭ડᬺ⋉）䋯（⚐生↥䋭⺖⒢㗵）をㅧᬺに㑐䈚䈩⸘▚䈚、䈖䉏を\ の

ㄭૃ୯と䈚䈢䇯 

䈖䈖䈪よ䈉と䈚䈩䈇䉎の䈲、景᳇ᓴⅣにと䉅䈭䈉ฦᄌᢙのᄌേ䈪䈅䉎䇯䈠の䈢䉄ዋ䈚䈪䉅ᱜ⏕に

ಽᨆ䈜䉎䈢䉄に䈲、ኻ⽎と䈭䉎ᦼ㑆の中にᢙ度の景᳇ᓴⅣ䈏䈐䉏䈇に䉁䉏䈩䈇䉎䈖と䈏ᦸ䉁䈚



 㪎

䈇䇯䈠䈖䈪、ో☨⚻ᷣ研究所（䌎䌂䌅䌒）の景᳇ᓴⅣをෳᾖ䈚、㪈㪐㪍㪈 年㸇ᦼ䌾2000 年㸊ᦼ䉁䈪を

ಽᨆᦼ㑆と䈚䈢䇯䈖䉏䈲、景᳇ᓴⅣ䈏䈤䉊䈉䈬䋷࿁䉁䉏䉎ᦼ㑆䈪䈅䉎䇯トレン䊄に䈧䈇䈩䈲、u 、\
と䉅にᗧ䈭䉅の䈲出䈞䈭䈎䈦䈢䈢䉄、ಣℂを䈾䈬䈖䈘䈝に↪䈚䈢䇯ฦ䊂ー䉺䈲、䈇䈝䉏䉅ቄ

▵⺞ᢛᷣ䉂䈪䈅䉎䇯 

 䈖の䊂ー䉺を↪䈇䈩、u� 、\� のㄭૃ୯を᳞䉄䉎と䋴）

 、એਅのよ䈉に䈭䉎䇯 

30.1306.010.0 +−−= \uu�    54.104.003.0 +−= \\ u�  
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u
と䈭䉍、ฦଥᢙのᱜ⽶䈲࿖᳃⚻ᷣの年ᰴ䊂

ー䉺を↪䈇䈢䊁䉟ラー䉌のಽᨆ⚿ᨐと、ቢోに৻⥌䈚䈩䈇䉎䇯䉉䈋に、ല㔛要ᦛ✢䈲ฝਅ䈏䉍䈪

䈅䉍、ಽ㈩ᦛ✢䈲ฝ上䈏䉍䈪䈅䉎䇯䉁䈢、䈖のⴕの࿕୯を⸘▚䈜䉎と、⽶のⶄ⚛ᢙ⸃䈏２䈧出

䈩䈒䉎䈢䉄、２ᦛ✢のὐ䈲䉇䈲䉍ቯ᷵⁁ὐと䈭䉍、（u 䋬\ ）䈲ᤨ⸘࿁䉍のᓴⅣを␜䈚䈩、䈖

のὐに᧤䈜䉎䇯䈜䈭䉒䈤、╙１࿑とห䈛構ㅧにᓥ䈦䈩䈇䉎と⸒䈋䉎䇯 

  

２䋮䋳 日本ㅧᬺのಽᨆ 

⛯䈇䈩、日本のㅧᬺに䈧䈇䈩䉅ห᭽のಽᨆをⴕ䈭䈉䇯 

 uに䈧䈇䈩䈲、『㋶Ꮏᬺᜰᢙ年ႎ』にお䈔䉎䇸Ⓙ働率ᜰᢙ䇹の྾ඨᦼ䊂ー䉺を、䈠の䉁䉁↪䈇䉎䇯

䈖䉏䈲、ቄ▵ᄌേに㑐䈚䈩䈲⺞ᢛᷣ䉂の䊂ー䉺䈪䈅䉎䇯労働ಽ㈩率\ に䈧䈇䈩䈲、『ᴺੱડᬺ⛔

⸘ቄႎ』を↪䈇、䇸ㅧᬺో䇹に䈧䈇䈩、（ੱઙ⾌）䋯（ઃടଔ୯）を⸘▚䈚䈢䇯䈢䈣䈚、䈖䉏䉌の

䊂ー䉺䈲䈇䈝䉏䉅、ቄ▵ᕈに䈧䈇䈩のಣℂ䈏䈭䈘䉏䈩䈇䈭䈇䈢䉄、䉶ン䉰スዪᴺ（䌘䌟㪈㪈）によ䈦

䈩、ቄ▵⺞ᢛを䈾䈬䈖䈚䈢䇯 

⛯䈇䈩ᤨઍಽ䈪䈅䉎䈏、䉝䊜リ䉦の႐วとห᭽、ౝ㑑ᐭ䇸景᳇ၮḰ日ઃ䇹をෳ⠨と䈚䈩、╙䋴ᓴ

Ⅳ䈎䉌╙ 㪈3 ᓴⅣ䉁䈪䈏䈐䉏䈇に䉁䉏䉎ᦼ㑆（㪈㪐5㪏 年㸈ᦼ䌾2002 年㸇ᦼ）をኻ⽎と䈚䈢䇯䈢䈣䈚、

労働ಽ㈩率のᕆ上昇䈏䈐䈢⍹ᴤ䉲䊢䉾䉪ᦼの╙䋷ᓴⅣ（㪈㪐㪎㪈 年㸊ᦼ䌾㪈㪐㪎5 年㸇ᦼ）と、䊋䊑䊦

ᦼの╙ 㪈㪈 ᓴⅣ（㪈㪐㪏㪍 年㸊ᦼ䌾㪈㪐㪐3 年㸊ᦼ）䈲㒰䈇䈢䇯ᚑ㐳ᓴⅣの構ㅧを出䈜䉎䈢䉄に䈲、䈭

䉎䈼䈒ᡬੂ要⚛のዋ䈭䈇ቯ⊛䈭ᤨઍをኻ⽎と䈚䈢ᣇ䈏⦟䈇と、್ᢿ䈚䈢䈢䉄䈪䈅䉎䇯 

䉁䈢日本の႐ว、㜞度ᚑ㐳ᦼએ㒠に㒢䈦䈢と䈚䈩䉅、ᄢ䈐䈭構ㅧᄌൻ䈏ሽ䈚䈩䈇䉎น⢻ᕈ䈏

䈅䉎䇯䈢と䈋䈳、㪎0 年ઍ೨ඨに䈲⍹ᴤෂ機をᄾ機と䈚䈩、労働ಽ㈩率䈏㘧べ⊛に上昇䈚、䈠のᓟ

䈲㜞䈇᳓Ḱの䉁䉁ቯᦼに䈦䈢䇯䈠䈖䈪、ㅢᤨઍಽᨆの䉂䈪䈭䈒、ᤨઍ別ಽᨆ䉅ⴕ䈇、ᤨᦼに

よ䈦䈩ᓴⅣ構ㅧ䈏ᄌൻ䈚䈩䈇䈭䈇䈎を⏕䈚䈢䇯䈖䈖䈪⸳ቯ䈚䈢ᤨઍಽ䈲、䋳䈧䈪䈅䉎䇯䉁䈝⍹

ᴤෂ機એ೨の㜞度ᚑ㐳ᦼ（㪈㪐㪍㪈 年㸊ᦼ䌾㪈㪐㪎0 年㸉ᦼ）、ౣびቯᦼに䈦䈢 㪎0 年ઍᓟඨ䈎䉌

䊋䊑䊦ᦼ⋥೨䉁䈪（㪈㪐㪎5 年㸇ᦼ䌾㪈㪐㪏㪍 年㸊ᦼ）、䈠䈚䈩䊋䊑䊦፣უᓟのਇᴫᦼ（㪈㪐㪐㪈 年㸇ᦼ䌾

2000 年㸊ᦼ）䈪䈅䉎䇯䈇䈝䉏のಽ䉅、景᳇ᓴⅣのጊ䉅䈚䈒䈲⼱䈏ᆎὐと⚳ὐに䈭䉎よ䈉に⸳ቯ䈚

䈩䈅䉎䇯 

 એ上の⸳ቯのਅ䈪、日本のㅧᬺに䈧䈇䈩の構ㅧをឬ౮䈜䉎䇯 

䉁䈝、㪈㪐5㪏 年㸈ᦼ䌾2002 年㸇ᦼのㅢᤨઍಽᨆをⴕ䈭䈋䈳、u� 、\� 䈲એਅのよ䈉に䈭䉎䋵）

 䇯 



 㪏
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u
と䈭䈦䈩䈇䉎䈢䉄、ല㔛要ᦛ✢・ಽ㈩ᦛ✢と䉅に、ฝਅ䈏䉍のラ䉟ンと䈭 

䉎䇯䈢䈣䈚䈐䈲、ല㔛要ᦛ✢のᣇ䈏ᄢ䈐䈇䇯䉁䈢ଥᢙⴕの࿕୯を⸘▚䈜䉎と、⽶のታᢙ 

⸃䈏２䈧出䈩䈒䉎の䈪、䈖の 2 ᦛ✢のὐ䈲、ቯ⚿▵ὐと䈭䉎䇯䈜䈭䉒䈤、䈖のേቇ䉲ス䊁䊛䈲 

ቯᕈをḩ䈢䈚䈩お䉍、（u 䋬\ ）䈲䈖の⚿▵ὐに᧤䈜䉎よ䈉にേ䈒䇯 

䈘䉌に、䋳䈧のᤨઍಽ䈠䉏䈡䉏に䈧䈇䈩࿁Ꮻಽᨆをⴕ䈦䈩䉅、䈖䉏䉌の特ᓽ䈲ో䈩のᤨઍに 

ㅢ䈚䈩䈇䉎䈖と䈏್䈚䈢䋶）

 䇯䈚䈢䈏䈦䈩、日本のㅧᬺ䈲㜞度ᚑ㐳ᦼએ㒠、ᤨઍをㅢ䈛䈩࿑２

に␜䈘䉏䉎構ㅧにᓥ䈇、ᓴⅣ⊛ᚑ㐳をㆀ䈕䈩䈐䈢の䈣と⚿⺰䈨䈔䉌䉏䉎䇯䉝䊜リ䉦ㅧᬺの構ㅧと

ኻᲧ䈜䉏䈳、ಽ㈩ᦛ✢の䈐のᱜ⽶と䈇䈉、ᄢ䈐䈭㆑䈇䈏ሽ䈚䈩䈇䉎䈖と䈏䈩ข䉏䉎䇯 

 

              日本                                䉝䊜リ䉦 

 

࿑２ 日☨のㅧᬺにお䈔䉎 2 ᦛ✢および⸃゠（྾ඨᦼ䊂ー䉺） 

 

㧟 ⠨ኤ 

 

䋳䋮１ 日☨のㅢὐ 

 䈠䉏䈪䈲、೨▵䈪␜䈚䈢日☨のㅧᬺに㑐䈜䉎ಽᨆ⚿ᨐに䈧䈇䈩、䈠のᗧ䈜䉎と䈖䉐をᬌ⸛

䈚䈩䈇䈖䈉䇯䉁䈝䈲、両࿖にㅢ䈜䉎特ᓽ䈎䉌䈪䈅䉎䇯 

 ᦨೋに、 0<uI に䈧䈇䈩⠨䈋䉎䇯䈖䉏䈲Ⓙ働率 uの᳓Ḱ䈏、ᰴᦼのuのᄌൻにኻ䈚䈩⽶のᓇ

㗀を䉅䈢䉌䈜䈖とを␜䈜䇯䈖の⚿ᨐ䈲䉝䊜リ䉦࿖᳃⚻ᷣに䈧䈇䈩のಽᨆとห䈛䈪䈅䉍、䊁䉟ラー䉌の

⺑を䈠の䉁䉁↪䈇䈩⺑䈪䈐䉎䈪䈅䉐䈉䇯Ⓙ働率䈏上昇䈚䈩䈇䈒景᳇のᒛᦼにお䈇䈩䈲、ᣂ

䈢䈭⫾Ⓧ䈏ᵴ⊒ൻ䈜䉎৻ᣇ䈪、ታ㓙の↥出䈲ᓢ䇱にㅛᷫ䈜䉎䈢䉄、䈇䈝䉏䈲Ⓙ働率䈏ᷫዋに

ォ䈛䉎䇯䈚䈢䈏䈦䈩、 0<uI と䈭䉎の䈣とᕁ䉒䉏䉎䇯 

労
働
ಽ
㈩
率
\

⾗本Ⓙ働率u  

㪛㫀㫊㫋㫉㫀㪹㫌㫋㫀㫍㪼 

労
働
ಽ
㈩
率
\

⾗本Ⓙ働率u

㪜㪽㪽㪼㪺㫋㫀㫍㪼 㪻㪼㫄a㫅㪻 

㪛㫀㫊㫋㫉㫀㪹㫌㫋㫀㫍㪼 

㪜㪽㪽㪼㪺㫋㫀㫍㪼 㪻㪼㫄a㫅㪻 



 㪐

 ⛯䈇䈩、 0<\I 䈪䈅䉎䇯䈖䉏䈲ૐ䈇労働ಽ㈩率、䈜䈭䉒䈤㜞䈇Ảಽ㈩率䈏、㜞᳓Ḱの⾗本

Ⓙ働率を䉅䈢䉌䈜䈖とを␜䈚䈩䈇䉎䇯䈜䈭䉒䈤、日☨のㅧᬺ䈲と䉅に、Ảਥዉဳのᚑ㐳を䈚䈩

䈐䈢の䈣と䈇䈉䈖と䈏、⺒䉂ข䉏䉎䇯 

 ᰴに、 0<\T 䈪䈅䉎䇯䈖䉏䈲、ಽ㈩率に⽶のフ䉞ー䊄䊋䉾䉪䈏働䈇䈩䈇䉎䈖とをᗧ䈜䉎䇯䈖の⚿

ᨐ䈲、䈗䈒⥄ὼ䈭䉅のにᕁ䉒䉏䉎䇯ᰴの uT に䈧䈇䈩の⠨ኤ䈪䉅⸅䉏䉎䈏、景᳇ᓴⅣのᓇ㗀をฃ䈔

䈩ታ⾰⾓金Z 、労働生↥ᕈ[ 䈲ᄌേ䈜䉎䈢䉄、䈖の 2 ᄌᢙにⷙቯ䈘䉏䉎ಽ㈩率䉅䈖䉏にᔕ䈛䈩上

ਅ䈜䉎䇯䈚䈎䈚、Ảಽ㈩率䈏ㆊ度に㜞䈇⁁ᴫ䈪䈲、⚻༡⠪䈏⾓上䈕䈭䈬の要᳞を๘䉖䈪労

働ಽ㈩率を㜞䉄䉎น⢻ᕈ䈏㜞䈇䈪䈅䉐䈉䈚、ㅒに労働ಽ㈩率䈏㜞䈜䈑䉎⁁ᘒ䈪䈲、労働⠪䈏

㓹↪を⏕保䈚䈩䉅䉌䈉ઍఘと䈚䈩⾓ਅ䈕䈭䈬をฃ䈔䉏䉎䈣䉐䈉䇯䈖のよ䈉に両㓏⚖䈏㐳ᦼ⊛䈭ⷞ

ὐに立䈤、社会⊛にㆡᱜと䉂䈭䈘䉏䉎ಽ㈩率䈎䉌ᄢ䈐䈒ㅺ⣕䈚䈭䈇よ䈉に⺞ᢛ䈚䈩䈇䉎䈭䉌䈳、

0<\T と䈭䉎䈪䈅䉐䈉䇯特に日本の労㑐ଥ䈲、䈖䈉䈚䈢ᅷද⊛䈭ᕈᩰ䈏ᒝ䈇の䈪䈲䈭䈇䈣䉐䈉

䈎䇯 0<\T 䈲、 0<uI とਗ䉖䈪、䈖のേቇ䉲ス䊁䊛䈏ዊၞ⊛にቯ⊛䈪䈅䉎䈢䉄の᧦ઙを䈭䈚䈩

䈇䉎䇯䈚䈢䈏䈦䈩日☨にㅢ䈜䉎ᚑ㐳ᓴⅣのቯᕈ䈲、労㑆のᅷදによ䈦䈩⛽ᜬ䈘䉏䈩䈇䉎น

⢻ᕈ䈏㜞䈇と䈇䈉䈖とに䈭䉎䇯 

 

䋳䋮２ 日☨の⋧㆑ὐ 

 日☨ㅧᬺのಽᨆ⚿ᨐをᲧセ䈚䈢㓙に、໑৻⇣䈭䈦䈩䈇䉎ଥᢙのᱜ⽶䈏、 0<uT 䈪䈅䉎䇯䉝䊜

リ䉦にお䈇䈩䈲、Ⓙ働率の᳓Ḱ䈏労働ಽ㈩率のᄌൻ率にኻ䈚䈩ᱜのലᨐをᜬ䈧䈏、日本䈪䈲ㅒ

に⽶のᓇ㗀をਈ䈋䈩䈇䉎䈖とに䈭䉎䇯䈖のᏅ⇣䈏࿑２にお䈇䈩䈲、ಽ㈩ᦛ✢の䈐と䈇䈉ᒻに䈭䈦

䈩䉏䈩䈇䉎䇯 

䈖の㆑䈇に䈲お䈠䉌䈒、両࿖にお䈔䉎㓹↪⺞ᢛのᒢജᕈのᏅ䈏㑐ଥ䈚䈩䈇䉎䇯䉝䊜リ䉦䈪䈲、↥

出にᔕ䈛䈩ᒢജ⊛に㓹↪⺞ᢛをⴕ䈋䉎よ䈉䈭⚵䉂䈏、⏕立䈘䉏䈩䈇䉎䇯⚻༡⠪䈏⸃㓹のੱᢙを

⥄↱にቯ䈪䈐䉎レ䉟䉥フ制度䈭䈬䈲、䈠のઍ䈪䈅䉎䇯 

 䈚䈎䈚日本䈪䈲、↥出のᄌേにᔕ䈛䈢㓹↪⺞ᢛを、䉝䊜リ䉦䈾䈬න⚐に䈲ⴕ䈋䈭䈇䋷）

 䇯䈠の䈢䉄、

↥出䈏ૐਅ䈚䈢႐ว䈲労働生↥ᕈ䈏ᄢにૐਅ䈚、䈠の⚿ᨐと䈚䈩労働ಽ㈩率䈲上昇䈜䉎䇯䈖䈉

䈚䈢両࿖にお䈔䉎労働Ꮢ႐の制度⊛Ꮕ⇣䈏、ଥᢙ uT のᱜ⽶の㆑䈇と䈚䈩䉏䈩䈇䉎、と⠨䈋䉌䉏

䉎䇯 

 䈖の⺑に䈧䈇䈩、䉅䈉ዋ䈚䈚䈒ᬌ⸽䈚䈩䉂䉎䇯䌎䌂䌅䌒のᚻᴺにᓥ䈦䈩、↥出・労働ᛩ・⾓

金・労働生↥ᕈ䈏、景᳇ᓴⅣの中䈪䈬のよ䈉にേ䈇䈩䈇䉎䈎を、日☨䈪Ყセ䈚䈩䉂䉎䇯䈖䉏䈲、１

䈧の景᳇ᓴⅣにお䈔䉎ᒛᦼ（⼱䌾ጊ）とᓟㅌᦼ（ጊ䌾⼱）を䈠䉏䈡䉏䋴╬ಽ䈚、䈠䉏䈡䉏のಽὐ

にお䈇䈩ฦᄌᢙ䈏䈬のよ䈉䈭᳓Ḱに䈅䉎䈎を、䈠の 㪈 䉰䉟䉪䊦ౝのᐔဋ୯䈎䉌のਵ㔌によ䈦䈩、

䈚䈢䉅の䈪䈅䉎䇯䈖䉏をⶄᢙのᓴⅣに䈧䈇䈩⸘▚䈚䈩ᐔဋ䈜䉏䈳、ฦᄌᢙの景᳇ᓴⅣౝ䈪の



 㪈0

േ䈐䈏␜䈘䉏䉎䋸）

 䇯  

 ࿑䋳䈲、日☨䈠䉏䈡䉏の↥出と労働ᛩのᄌൻを␜䈚䈢䉅の䈪䈅䉎䇯 
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࿑䋳 日☨にお䈔䉎↥出・労働ᛩ㊂のᓴⅣౝᄌൻ  

 

日本の↥出㊂䈲、ᓴⅣの䊏ー䉪䈪䈅䉎Ბ㓏䋵をႺと䈚䈩、䈐䉏䈇に上昇䈎䉌ૐਅ䈻とォ䈛䈩䈇䉎 

䈖と䈏䈩ข䉏䉎䇯日本の労働ᛩ㊂䉅䉁䈢、景᳇のᒛᦼによ䈒上昇䈚ᓟㅌᦼに䈲ᛥ制䈘䉏䈩

䈇䉎䈏、↥出にᲧ䈼䉎とਇᴫᦼにお䈔䉎ૐਅ䈏✭䉇䈎䈪䈅䉎䇯ኻᾖ⊛に䉝䊜リ䉦の労働ᛩ䈲、

景᳇ᓴⅣとㅪേ䈚䈩䊊䉾䉨リと䈚䈢ጊဳをឬ䈇䈩䈇䉎䇯䈖の労働㊂のᨵエ䈭⺞ᢛの䈢䉄に、䉝䊜リ

䉦䈪䈲労働生↥ᕈのᄌൻ䈏、日本䈾䈬ỗ䈚䈇䉅のに䈭䉌䈭䈇と੍ᗐ䈘䉏䉎䇯 

 ⛯䈇䈩、䈠の労働生↥ᕈのᄌൻを、⾓金のᄌൻとว䉒䈞䈩࿑␜䈜䉎䇯࿑䋴䈪䈲、日☨にお䈔䉎

労働生↥ᕈと生↥‛⾓金のᄌൻ䈏␜䈘䉏䈩䈇䉎䋹）

 䇯 

 



 㪈㪈
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            ࿑䋴 日☨にお䈔䉎労働生↥ᕈ・⾓金のᓴⅣౝᄌൻ 

  

労働生↥ᕈ䈲、↥出䋯労働ᛩによ䈦䈩᳞䉄䉌䉏䉎䈢䉄、࿑䋳にお䈔䉎両⠪のേ䈐䈏、䈠の䉁

䉁ᤋ䈘䉏䈩䈇䉎䇯日本の労働生↥ᕈ䈲、ᓴⅣをㅢ䈛䈩上昇䈚䈩䈲䈇䉎䈏、景᳇の䊏ー䉪にㄭ䈨

䈒に䈧䉏䈩上昇率䈏ടㅦ䈚、ᓟㅌᦼの೨ඨに䈲⪭䈤ㄟ䉂䈏⋡立䈧䇯 [
Z\ = 䈪䈅䉎䈎䉌、䈖の生

↥ᕈと生↥‛⾓金との䉩䊞䉾䊒䈏、労働ಽ㈩率のᄌൻを䈜䇯䈠の䈢䉄日本䈪䈲、景᳇のጊにお

䈇䈩労働ಽ㈩率䈏ૐ䈒䈭䉍、⼱にお䈇䈩㜞䈒䈭䉎と䈇䈉ะ䈏㗼⪺䈪䈅䉎と䈇䈉䈖と䈏、䈖䈖䈎䉌⺒

䉂ข䉏䉎䇯৻ᣇ、䉝䊜リ䉦の労働生↥ᕈのേ䈐䈲、日本の䈠䉏とᲧ䈼䈩ᄌേ䈏ዊ䈘䈇䇯䈖䉏䈲、╙

䋳࿑䈪䈢労働ᛩのᨵエ䈭ᄌൻによ䉎䉅の䈪䈅䉎䇯 

 એ上のᲧセによ䉍、 uT のᱜ⽶の㆑䈇に㑐䈚䈩、৻ᔕの⺑䈏䈧䈔䉌䉏䉎䇯㓹↪⺞ᢛ䈏ᨵエ䈭䉝

䊜リ䉦䈪䈲、景᳇のዪ㕙にኻᔕ䈚䈢労働生↥ᕈのᄌേ䈏ᄢ䈐䈒䈭䈇䇯䈠の䈢䉄、Ⓙ働率䈏労働生

↥ ᕈ のᄌ ൻ率 にਈ 䈋䉎ᓇ 㗀 uδ 䈏、ታ ⾰ ⾓ 金 のᄌൻ 率 に及䈿䈜ല ᨐ uJ よ䉍ዊ 䈘䈒䈭䉍

（ uu δJ > ）、 0>uT 䈏ᚑ立䈜䉎䇯䈚䈢䈏䈦䈩、ಽ㈩ᦛ✢䈲ฝ上䈏䉍と䈭䉎䇯ㅒに日本䈪䈲、ᅢᴫ

ᦼの生↥ᕈ上昇、ਇᴫᦼの生↥ᕈૐਅ䈏㗼⪺䈪䈅䉎䈢䉄に、 uu δJ < 、䈜䈭䉒䈤 0<uT と䈭䉎䇯

䈠の⚿ᨐ、䉝䊜リ䉦と䈲⇣䈭䉍ಽ㈩ᦛ✢䈏ฝਅ䈏䉍と䈭䉎䇯日☨にお䈔䉎ಽ㈩ᦛ✢の䈐の㆑䈇䈲、

両࿖の労働Ꮢ႐の構ㅧ⊛Ꮕ⇣を䈚䈩䈇䉎の䈪䈅䉎䇯 

 એ上、䈩䈐䈢よ䈉に、䈇䉁䈣⺑のᲑ㓏にㆊ䈑䈭䈇䉅のの、࿁Ꮻ⚿ᨐに䈧䈇䈩৻ㅢ䉍の⺑を

䈧䈔䉎䈖と䈲น⢻䈪䈅䉎䇯日☨のㅧᬺにお䈔䉎（u 䋬\ ）のേ䈐䈲、と䉅にቯᕈをḩ䈢䈚䈩お䉍、

䉁䈢䇸ฝਅ䈏䉍のല㔛要ᦛ✢䇹に␜䈘䉏䉎よ䈉に、Ảਥዉဳの構ㅧと䈭䈦䈩䈇䉎ὐ䈪䉅ㅢ䈚

䈩䈇䉎䇯䈚䈎䈚หᤨに、労働Ꮢ႐のᕈᩰのᏅ⇣䈏ಽ㈩ᦛ✢の䈐の㆑䈇と䈚䈩䉏䈩お䉍、⾗本

ਥ⟵の制度⊛ᄙ᭽ᕈを䉅␜䈚䈩䈇䉎䇯 



 㪈2

 

䋳䋮䋳 㗴ὐ 

 ࿁ⴕ䈦䈢ಽᨆに䈲、䈇䈒䈧䈎の㗴ὐ䉅ᱷ䈦䈩䈇䉎䇯 

 䉁䈝╙１に、日本の（u 䋬\ ）䈏࿑２に␜䈚䈢േ䈐を䈚䈩䈇䉎䈭䉌䈳、ℂ⺰上䈲ᓴⅣのᒻに䈭䉌䈭

䈇、と䈇䈉ὐ䈪䈅䉎䇯２ᦛ✢のὐ䈏ቯ⚿▵ὐ䈪䈅䉎の䈭䉌、（ u 䋬\ ）䈲৻⋥✢に⚿▵ὐにะ

䈎䈇、䈠䈖䈪േ䈎䈭䈒䈭䉎䈲䈝䈪䈅䉎䇯䈚䈎䈚ታ㓙に䈲、 u 䉅\ 䉅ᓴⅣ⊛にᄌേ䈚䈩䈇䉎䈢䉄、䊂

ー䉺をᐔ㕙上に䊒䊨䉾ト䈜䉏䈳、⚿▵ὐをㅢ䉍ㆊ䈑䈩㔌䉏䈩䈇䈒േ䈐䉅⏕䈪䈐䉎䇯䈖のേ䈐を䉅䈢

䉌䈜䊜䉦䊆䉵䊛に䈧䈇䈩䉅、⺑を䈧䈔䈰䈳䈭䉌䈭䈇䇯 

 䈖の㗴と㑐ㅪ䈜䉎䈏、日本のᤨઍ別ಽᨆにお䈇䈩、ฦ࿁Ꮻᑼのቯଥᢙ䈏䈅䉁䉍㜞䈒䈭䈇の

䉅、᳇に䈭䉎ὐ䈪䈅䉎䇯uに䈧䈇䈩䈲䈇䈝䉏䉅 0.㪏 એ上䈪䉁䈝䉁䈝䈣䈏、\ のᣇ䈲 0.3㪏㪈、0.㪍20、

0.4㪎㪈 と、ਇḩのᱷ䉎᳓Ḱ䈪䈅䉎䇯䉁䈢、྾ඨᦼಽᨆ䈪䈅䉍䈭䈏䉌、䌖䌁䌒のᰴᢙ䈏２ᰴ䉁䈪䈪ᱛ䉁

䈦䈩䈚䉁䈦䈢の䉅、᳇に䈎䈎䉎䇯䉅䈦と䉅䉝䊜リ䉦に㑐䈚䈩䈲、ᰴᢙ䈲䋴ᰴ䉁䈪㆚䉏、ቯଥᢙ䉅䈠䉏

䈭䉍に㜞䈎䈦䈢䇯䉁䈢日本に䈧䈇䈩䉅、ㅢᤨઍの࿁Ꮻ⸘▚䈪䈲ቯଥᢙ䉅 0.㪐 એ上䈪䈅䈦䈢䇯䈚䈢

䈏䈦䈩、日本のᤨઍ別ಽᨆ䈪࿁Ꮻᑼの⺑ജ䈏㜞䈒䈭䈎䈦䈢の䈲、䊂ー䉺ᢙ䈭䈬にේ因䈏䈅䈦䈢

と䉅⠨䈋䉌䉏䉎䇯 

 と䈲䈇䈋、࿁↪䈚䈢䊝䊂䊦の䉂䈪（u 䋬\ ）のᄌേをో䈩⺑䈜䉎の䈲、ర䇱ਇน⢻䈪䈅䉐

䈉䇯䊁䉟ラーဳ䉫䉾䊄䉡䉞ン䊝䊂䊦䈲１ㇱ㐷のታ‛⚻ᷣ䊝䊂䊦䈪䈅䉍、金Ⲣ䉅政ᐭㇱ㐷䉅ᝥ⽎䈘䉏䈩

䈇䉎䇯䈖のಽᨆを出⊒ὐと䈚、ઁの要⚛䉅⚵䉂ㄟ䉖䈣⊒ዷ⊛䈭䊝䊂䊦を構▽䈚䈩、ᬌ⸽を㊀䈰䈩

䈇䈎䈰䈳䈭䉌䈭䈇䇯 

 䉁䈢ኻ⽎をㅧᬺに㒢䉎䈖と䈲、ಽᨆ上のὐを生䉃とหᤨに、ᣂ䈢䈭㗴をᛴ䈋ㄟ䉃䈖とに䉅

䈭䉎䇯ర䇱䈲࿖᳃⚻ᷣをኻ⽎と䈚䈩䉌䉏䈢䊝䊂䊦を、ㇱ㐷㒢ቯ⊛に↪䈇䉎䈖と䈪、䉌䈎の㥿㦉

䈏生䈛䈢ᕟ䉏䈏䈅䉎䇯䈢と䈋䈳、労働ಽ㈩率䈏㔛要構ㅧをㅢ䈛䈩↥出をⷙቯ䈜䉎䈖とを␜䈜 \α 䈪

䈅䉎䈏、㔛要䈲⚻ᷣో䈪ᒻᚑ䈘䉏䉎の䈪䈅䉎䈎䉌、䈖䈖䈪ㅧᬺの䉂の労働ಽ㈩率を\ と䈚䈩

↪䈇䉎の䈲、ᅢ䉁䈚䈒䈭䈇䇯䉅䈤䉐䉖、ㅧᬺのಽ㈩率䈲ో↥ᬺの䈠䉏とห䈛よ䈉にᄌേ䈚䈩䈇䉎

䈲䈝、と⠨䈋䉎䈖と䉅น⢻䈣䈏、両⠪のേ䈐を⚦䈎䈒Ყセ䈚䈢䈭䉌䈳、ᤨઍによ䈦䈩ᄙዋの㆑䈇䈏

䈅䉎の䉅⏕䈎䈪䈅䉎㪈0）

   䇯ㅧᬺと㕖ㅧᬺ、䈠䈚䈩࿖᳃⚻ᷣోとの㑐ㅪ䉅⠨ᘦ䈚䈧䈧、ಽᨆをᷓ

ൻ䈘䈞䈩䈇䈒ᔅ要䈏䈅䉎䇯 

 

 

䋴䋮✚とᓟのዷᦸ 

 

 本研究䈪䈲、ᚢᓟの日☨のㅧᬺに㑐䈚䈩、所ᓧಽ㈩との㑐ଥ䈎䉌䈠のᚑ㐳ᓴⅣを⺑䈚よ䈉

と⹜䉂䈢䇯 

䊁䉟ラーဳ䉫䉾䊄䉡䉞ン䊝䊂䊦を↪䈇䈩ಽᨆをⴕ䈭䈦䈢⚿ᨐ、ಽ㈩率とⒿ働率とを⚿び䈧䈔䉎構

ㅧに㑐䈚䈩、日本と䉝䊜リ䉦と䈪䈲⇣䈭䉎特ᓽ䈏ሽ䈜䉎䈖と䈏␜䈘䉏、䈠のᏅ⇣を労働Ꮢ႐のᕈ



 㪈3

ᩰ䈎䉌⺑䈜䉎⺑を立䈩䉎䈖と䉅䈪䈐䈢䇯䉁䈢両࿖の構ㅧ䈲、䈇に⇣䈭䈦䈩䈲䈇䉎䈏と䉅に

ቯᕈをḩ䈢䈚䈩お䉍、制度⊛にᄙ᭽䈭⾗本ਥ⟵䈏、䈠䉏䈡䉏のᒻ䈪⛽ᜬ䈘䉏䈉䉎䈖とを⏕䈜䉎䈖

と䉅䈪䈐䈢䇯 

 䈚䈎䈚、ᚑ㐳ᓴⅣをᒁ䈐䈖䈜䊜䉦䊆䉵䊛を、䈖の 2 ᄌᢙの⥄Ꮖ࿁Ꮻの䉂䈪⺑䈜䉎の䈲ਇలಽ

䈪䈅䉍、⺑要⚛をჇ䉇䈚䈢よ䉍⊒ዷ⊛䈭䊝䊂䊦の構▽䈏ᔅ要䈪䈅䉎䇯 

 䉁䈢࿁䈲、Ⓙ働率・ಽ㈩率のᓴⅣ⊛ᄌേにὶὐをᒰ䈩䈢䈢䉄、ᚑ㐳⺰䈻のᒛをⴕ䈭䈉䈖と

䈏䈪䈐䈭䈎䈦䈢䇯㪞oo㪻㫎㫀㫅㩿㪈㪐㪍㪎㪀䈲景᳇ᓴⅣを⾗本⫾Ⓧ率のᄌേ䈪䈜䈖とによ䈦䈩、ᚑ㐳⺰と

ᓴⅣ⺰とを⛔ว䈚䈩䈇䉎䈏、㪙a㫉㪹o㫊a㪄㪝㫀l㪿o a㫅㪻 㪫a㫐lo㫉㩿2003㪀䈲⾗本Ⓙ働率をᄌᢙと䈚䈩ណ↪䈚䈢

䈢䉄、ᓴⅣと⫾Ⓧの㑆の㑐ଥ䈏␜⊛䈪䈲䈭䈒䈭䈦䈩䈇䉎䇯本Ⓜ䈪ឬ౮䈚䈢（u 䋬\ ）のᄌേ䈏、

㐳ᦼ⊛䈭ᚑ㐳制に䈬のよ䈉䈭ᓇ㗀をおよ䈿䈚䈩䈇䉎䈎䇯䈠䉏をಽᨆ䈜䉎䈖と䈏、ᓟのᦨᄢの

⺖㗴䈪䈅䉎䇯 

 本Ⓜ䈪䈲、日☨䈠䉏䈡䉏のല㔛要ᦛ✢・ಽ㈩ᦛ✢の䈐䈲、両࿖にㅢᤨઍ⊛にሽ䈜䉎制

度⊛特⾰を䈚䈩䈇䉎の䈪䈲䈭䈇䈎、と⠨䈋䈢䇯䈖の⺑を⿷䈏䈎䉍と䈚䈩、ᚑ㐳制のಽᨆをⴕ

䈭䈉䈭䉌䈳、ฦ࿖の（u 䋬\ ）のᄌേを⇣䈭䉎ᤨઍ㑆䈪Ყセ䈜䉎䈖と䈏、ലと䈭䈦䈩䈒䉎䈣䉐䈉䇯日

本のᤨઍ別ಽᨆ䈪䈲、ో䈩のᤨઍಽにお䈇䈩 ¸̧
¹

·
¨̈
©

§
−−
−−

=¸̧
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·
¨̈
©

§

\

\
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u
䈏ᚑ立䈚䈩䈇䈢䇯䈚䈎䈚、

䈖䉏䈲ᤨઍ㑆䈪ᄌൻ䈏ో䈒䈐䈩䈇䈭䈇䈖とをᗧ䈚䈭䈇䇯ၮ本⊛䈭ᕈ⾰䈲ᄌ䉒䉌䈝と䉅、ᤨઍに

よ䈦䈩 2 ᦛ✢の䈐のᄢ䈐䈘䈏⇣䈭䈦䈢䉍、ฦラ䉟ンの⟎䈏䉲フト䈚䈢䉍䈚䈩䈇䉎䇯䈖䉏にと䉅䈭䈦

䈩、景᳇ᓴⅣの㊀心䈪䈅䉎 2 ᦛ✢のὐ䉅、ᤨઍによ䈦䈩䈠の⟎をᄌ䈋䈩䈇䉎䇯䈠䈚䈩お䈠䉌䈒

䈠のᄌൻ䈖䈠䈏、㜞度ᚑ㐳䉇 㪐0 年ઍの㐳ᦼਇᴫと䈇䈦䈢、ᤨઍ䈗とのᚑ㐳の特ᓽにᓇ㗀をおよ

䈿䈚䈩䈇䉎䇯 

䈖䈉䈚䈢ᄌൻを出䈚䈩、䈠の背ᓟに䈅䉎要因を⠨ኤ䈜䉏䈳、䇸ฦ࿖のㅢᤨઍ⊛䈭特⾰䇹と䇸特

ቯのᤨઍをᤋ䈚䈢ᄌൻ䇹とのⶄวと䈇䈉ⷰὐ䈎䉌、ฦ䇱の࿖・ᤨઍにお䈔䉎ᚑ㐳制をと䉌䈋䉎

䈖と䈏น⢻と䈭䉎䈣䉐䈉䇯䈖の研究をㅴ䉄䉎䈖とによ䈦䈩、⾗本ਥ⟵ฦ࿖のᱧผ⊛・制度⊛ᄙ᭽ᕈ

をⷞ㊁に䉏䈢⚻ᷣಽᨆを⋡ᜰ䈚䈩䈇䈐䈢䈇䇯 

 

 

 

ᵈ㉼ 

 

１） ฦ⋧㑐のᱜ⽶に㑐䈜䉎⺑䈲、䈇䈝䉏䉅 㪙a㫉㪹o㫊a㪄㪝㫀l㪿o a㫅㪻 㪫a㫐lo㫉㩿2003㪀 䋬㫇.㪍㪄㪎 によ䉎䇯 

２） Ⓙ働率 u に䈧䈇䈩䈲、䌎䌉䌐䌁にお䈔䉎ታ⾰䌇䌄䌐のᢙ୯䈎䉌、䌈䌐ᣇᑼ（㪟o㪻㫉㫀㪺㫂㪄㪧㫉㪼㫊㪺o㫋㫋 

㫄㪼㫋㪿o㪻olo㪾㫐）䈪ẜ䌇䌄䌐を▚出䈚、ታ⾰䌇䌄䌐䋯ẜ䌇䌄䌐をu と䉂䈭䈜䇯労働ಽ㈩率\ に㑐

䈚䈩䉅䌎䌉䌐䌁を↪䈇䈩、㓹↪⠪所ᓧ䋯࿖᳃所ᓧを\ と䈜䉎䇯 

䋳） ẜ䌇䌄䌐の▚出ᣇᴺを䉄䈓䉎⼏⺰に䈧䈇䈩䈲、日本㌁ⴕ⺞ᩏ⛔⸘ዪ㩿2003㪀に䈚䈇䇯 



 㪈4

䋴） ¸̧
¹

·
¨̈
©

§
\
u

の♽に䈧䈇䈩、䌖䌁䌒䊝䊂䊦䈪⥄Ꮖ࿁Ꮻಽᨆをⴕ䈉䇯 䋵䋦䈪ᗧᕈ䈏保䈢䉏䉎䉁

䈪㆚䉎（ᦨ㜞ᰴのଥᢙ䈏１䈧䈪䉅ᗧ䈪䈅䉏䈳หᰴのଥᢙをో䈩保ᜬ䈜䉎）と、ᰴᢙ䈲䋴ᰴと䈭

䉍、એਅのよ䈉䈭⚿ᨐと䈭䉎䇯 

  43214321 08.001.008.006.020.040.075.045.130.13 −−−−−−−− ++−−−+−+= ttttttttt uuuuu \\\\  

䌴୯  㩿2.㪎2㪀 㩿㪈4.㪍2㪀  㩿㪄4.30㪀   㩿2.2㪏㪀  㩿㪄2.0㪍㪀   㩿㪄0.5㪐㪀  㩿㪄0.5㪐㪀   㩿0.04㪀   㩿0.㪏3㪀 

                                      （ቯଥᢙ 0.㪐3㪐、⥄↱度 㪈4㪎） 

43214321 12.003.007.004.112.041.032.001.054.1 −−−−−−−− −−+++−++= ttttttttt uuuu \\\\\  

䌴୯ 㩿0.3㪈㪀 㩿0.03㪀  㩿㪈.㪎㪏㪀   㩿㪄2.35㪀  㩿㪈.24㪀   㩿㪈0.35㪀   㩿0.50㪀   㩿㪄0.2㪈㪀  㩿㪄㪈.2㪎㪀 

                                      （ቯଥᢙ 0.㪏㪐㪍、⥄↱度 㪈4㪎） 

䈖䈖䈎䉌、u� 、\� のㄭૃ୯を᳞䉄䉎䇯 

\)08.001.008.006.0()120.040.075.045.1( ++−−+−−+−= uu�  

\\ )112.003.007.004.1()12.041.032.001.0( −−−+++−+= u�  

એ㒠の日本に䈧䈇䈩の⸘▚䉅、䈖䉏とห᭽のᚻᴺ䈪ⴕ䈭䈦䈩䈇䉎䇯 

䋵） 䌖䌁䌒䊝䊂䊦䈪࿁Ꮻ䈜䉎と、ᰴᢙ䈲䋳ᰴと䈭䉍、એਅのよ䈉䈭ᑼと䈭䈦䈢䇯  

  321321 03.002.001.036.009.027.100.18 −−−−−− −++−−+= ttttttt uuuu \\\  

䌴୯   㩿4.㪐4㪀  㩿㪈4.㪈3㪀   㩿㪄0.㪍㪈㪀   㩿㪄4.03㪀    㩿0.㪈0㪀    㩿0.2㪎㪀    㩿㪄0.㪍5㪀 

                                 （ቯଥᢙ 0.㪐05、⥄↱度 㪈23） 

  321321 25.002.071.031.010.042.029.2 −−−−−− +++++−= ttttttt uuu \\\\  

䌴୯   㩿0.32㪀  㩿㪄2.3㪐㪀   㩿0.34㪀    㩿㪈.㪏2㪀     㩿㪎.㪍5㪀    㩿0.㪈㪏㪀    㩿2.㪍㪏㪀    

                                 （ቯଥᢙ 0.㪐45、⥄↱度 㪈23） 

䋶） （γ）㪈㪐㪍㪈 年㸊ᦼ䌾㪈㪐㪎0 年㸉ᦼ （╙䋴ᓴⅣ・ጊ䌾╙䋶ᓴⅣ・ጊ） 

2121 07.023.065.031.122.53 −−−− −−−+= ttttt uuu \\  

䌴୯  㩿2.4㪈㪀   㩿㪐.0㪐㪀   㩿㪄5.25㪀    㩿㪄㪈.53㪀  㩿㪄0.4㪏㪀     （ቯଥᢙ 0.㪏㪍㪏、⥄↱度 2㪏） 

2121 04.014.031.053.056.74 −−−− −++−= ttttt uu \\\  

䌴୯  㩿2.㪏0㪀   㩿㪄3.04㪀   㩿2.㪈㪈㪀    㩿0.㪎㪐㪀     㩿㪄0.22㪀    （ቯଥᢙ 0.3㪏㪈、⥄↱度 2㪏） 

22.5331.034.0 +−−= \uu�    56.7490.021.0 +−−= \\ u�  

（δ）㪈㪐㪎5 年㸇ᦼ䌾㪈㪐㪏㪍 年㸊ᦼ（╙䋸ᓴⅣ・ᆎὐ䌾╙ 㪈0 ᓴⅣ・⚳ὐ） 

2121 05.004.057.043.147.14 −−−− −+−+= ttttt uuu \\  

䌴୯  㩿0.㪏㪎㪀  㩿㪐.㪈2㪀    㩿㪄3.㪍㪍㪀   㩿0.33㪀     㩿㪄0.43㪀     （ቯଥᢙ 0.㪏㪎㪐、⥄↱度 40） 

2121 07.058.043.070.075.63 −−−− −++−= ttttt uu \\\  

䌴୯  㩿2.33㪀   㩿㪄2.㪎3㪀   㩿㪈.㪎0㪀    㩿3.㪈㪏㪀    㩿㪄0.3㪐㪀     （ቯଥᢙ 0.㪍20、⥄↱度 40） 

47.1401.014.0 +−−= \uu�    75.6350.027.0 +−−= \\ u�  

（ε）㪈㪐㪐㪈 年㸇ᦼ䌾2000 年㸊ᦼ（╙ 㪈㪈 ᓴⅣ・ጊ䌾╙ 㪈3 ᓴⅣ・ጊ） 

2121 06.005.056.031.160.34 −−−− −−−+= ttttt uuu \\  

䌴୯  㩿㪈.2㪏㪀   㩿㪎.㪍2㪀   㩿㪄3.5㪍㪀    㩿㪄0.35㪀   㩿㪄0.45㪀     （ቯଥᢙ 0.㪏5㪎、⥄↱度 32） 



 㪈5

2121 07.017.019.059.057.115 −−−− −++−= ttttt uu \\\  

䌴୯  㩿2.㪐5㪀   㩿㪄2.3㪏㪀   㩿0.㪏2㪀     㩿0.㪏㪍㪀     㩿㪄0.35㪀   （ቯଥᢙ 0.4㪎㪈、⥄↱度 32） 

60.3411.025.0 +−−= \uu�    57.11590.040.0 +−−= \\ u�  

䋷） ↥出のᄌൻにኻ䈜䉎㓹↪のᒢജᕈに䈧䈇䈩䈲、ቝੳ㩿2000㪀䈪⚦䈭࿖㓙Ყセ䈏ⴕ䉒䉏䈩䈇

䉎䇯䈠䉏によ䉎と、䉝䊜リ䉦のᒢജᕈ䈏 㪈㪐㪍㪐䌾㪈㪐㪎㪐 年䈪 0.㪍㪈、㪈㪐㪏0䌾㪈㪐㪐㪐 年䈪 0.5㪍 䈪䈅䉎のに

ኻ䈚、日本䈪䈲 㪈㪐㪎5䌾㪈㪐㪏㪍 年、㪈㪐㪏㪍 年䌾㪈㪐㪐㪐 年の両ᦼ㑆にお䈇䈩 0.20 と、䈎䈭䉍ૐ䈇୯と

䈭䈦䈩䈇䉎䇯 

䋸） 日本の↥出に䈧䈇䈩䈲、『㋶Ꮏᬺᜰᢙ年ႎ』にお䈔䉎生↥ᜰᢙを䈠の䉁䉁↪䈇䈢䇯労働ᛩ 

䈲、ੱຬᢙ㬍ᐔဋ労働ᤨ㑆によ䈦䈩᳞䉄䈢䇯ੱຬᢙに䈧䈇䈩䈲『ᴺੱડᬺ⛔⸘年ႎ』、労働 

ᤨ㑆に䈧䈇䈩䈲労働⋭『Ფ月ൕ労⛔⸘⺞ᩏ年ႎ』を⾗ᢱと䈚䈢䇯䉁䈢䉝䊜リ䉦の↥出に䈧䈇䈩 

䈲、ಽ㈩率の⸘▚に↪䈇䈢ฬ⋡䊂ー䉺を、ታ⾰୯にᄌ឵䈚䈢䉅のを↪䈚、労働ᛩに䈧䈇 

䈩䈲 㪙㫌㫉㪼a㫌 o㪽 㪣a㪹o㫉 㪪㫋a㫋㫀㫊㫋㫀㪺㫊 の月ᰴ䊂ー䉺よ䉍、ㅧᬺの㓹↪⠪ᢙと労働ᤨ㑆とを྾ඨᦼ別 

に▚出䈚䈩、両⠪をដ䈔ว䉒䈞䉎䈖と䈪᳞䉄䈢䇯 

䋹） 日本の生↥‛⾓金Z 䈲、ੱઙ⾌㬭ੱຬᢙ㬭労働ᤨ㑆をฦᦼに䈧䈇䈩⸘▚䈚、䈠䉏を『࿖᳃

⚻ᷣ⸘▚』にお䈔䉎䇸ㅧᬺ䇹の生↥䊂フレー䉺䈪㒰䈚䈩▚出䈚䈢䇯䉝䊜リ䉦のZ 䉅ห᭽に、䌎䌉䌐

䌁と 㪙㫌㫉㪼a㫌 o㪽 㪣a㪹o㫉 㪪㫋a㫋㫀㫊㫋㫀㪺㫊 の䊂ー䉺䈎䉌⸘▚䈚䈢䇯両࿖の労働生↥ᕈ[ に䈧䈇䈩䈲、 \
Z

よ䉍᳞䉄䈢䇯 

㪈0） ㅧᬺとో↥ᬺの労働ಽ㈩率Ყセ䈲、ศᎹ㩿㪈㪐㪐4㪀䈪⚦にⴕ䉒䉏䈩䈇䉎䇯 
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ਛ࿖ߩ経済ᚑ㐳ⷐ࿃ಽᨆ 
(actor Analysis of Economic )roYth in China 

大㒋↥ᬺ大学大学㒮 ㈕ ቁ㌵ 
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ਛ࿖経済ߪ 1�7� 年ᡷ㕟㐿એ㒠大ߊ߈ᄌ⽩ߦ․ޔߒ 1��0 年ઍߦࠅ␠会ਥ⟵Ꮢ႐経
済論ࠍᛂߜࠄ߆ߡ߈ߡߒᕆᚑ㐳ࠍㆀ߿߹ޔߍ⇇⊛ߥᵈ⋡ࠍ集1�7ޕࠆߡ� 年ࠄ߆
߹ߢ 20 年㑆ޔߡ߅ߦࠅ߹ߩਛ࿖ߩ経済ᡷ㕟ߪ大ߥ߈ᚑഞࠍޔ)&P 年ᐔဋᚑ㐳ߩ
ߪ₸ �.5㧑ߩߘޔࠅߢⷙᮨߪౝᄖଔᩰᏅࠍ⠨ᘦߚߒ⾼⾈ജᐔଔޔߣࠆߔ▚឵࡞࠼ߢ日ᧄ
2001ޔߪਛ࿖ࠆߡߞߣࠍ╷㐿ᡷ㕟ޕࠆߡߒᚑ㐳ߦ経済ⷙᮨߩ第ੑࠆ回ࠍ 年
ߪ↥↢✚࿖᳃ߩ 114.0 ం1�7ޔߢ࡞࠼� 年ߩ 7.� ߚߞߥߦ ߥ⊛⛯ᜬߩਛ࿖ߥ߁ࠃߩߎޕ(1
㜞ᐲ経済ᚑ㐳ࠆߥ߆߇ⷐ࿃ߦଐሽࠍ߆ࠆߔⓥߪߣߎࠆߔ⥝ᷓ⺖㗴ޕ߁ࠈߢ 

ᧄⓂ1�7ޔߪ⊛⋠ߩ� 年ࠄ߆ 2001 年߹ߩߢਛ࿖経済ᚑ㐳ࡠ࠰ࠍ㧩ࠬ࡞࠺ࡕࡦࡢ ࠍ(2
 ޕࠆߦߣߎࠆߔߦ߆ࠄࠍᓽ․ߣᚑ㐳ⷐ࿃ߩߘޔⴕࠍ㊂ಽᨆ⸘ޔߡߒ↪

⸘㊂経済ࠍ࡞࠺ࡕߚߞਛ࿖経済ᚑ㐳ߩಽᨆߦߢߔޔߪߦᄙߩߊ⎇ⓥࠆ߇ ߹ࠇߎޕ(3
ࠈࠈߪේ࿃ߥߡߒ⥌৻߇ᨐ⚿ޕߥߡߒ⥌৻ߪಽᨆ⚿ᨐߣࠆࠍవⴕ⎇ⓥߩߢ
⠨߽ߢ߆ߥߩߘޔ߇ࠆࠇࠄ߃╩⠪ߪᰴࠍߟੑߩਥⷐߥේ࿃ߣࠆߢ⠨ޔߪߟ৻ޕࠆ߃ਛ࿖
⊛‛ޔߦߚߚߡߌฃࠍᓇ㗀ߩ経済学ࠬࠢ࡞ࡑߪਛ࿖ޕࠆߢ㗴ߩ࠲࠺⸘⛔経済ߩ
ࠆߡߒ↪ណߢᧄਥ⟵࿖ኅ⾗ޔߒ⺞ᒝࠍߺߩ↥↢ 50A ♽ߚߞߥ⇣ߪߣ⛔⸘♽ࠍ㐳ߊࠄ
ାᄺޕߚ߈ߡߒㄭઍ⊛ߥ経済学ߩᚻᴺߡ↪ࠍಽᨆޔߪߦߚࠆߔਛ࿖ࠍ⸘⛔ߩ⾗ᧄਥ⟵
࿖ኅߩᔨߦวޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥߐ⋤ߺ⚵ߦ߁ࠃ߁ᡷ㕟㐿╷એ㒠ޔߪਛ࿖ߩ⛔⸘
ᐲ߽⊒㆐߽ߦ⊛⾰ޔߒ㊂⊛߽ߦవ進࿖ߩ᳓Ḱߦㄭޔߒ߆ߒޕࠆ߃ߣߚ߈ߡߠਛ࿖ߩ
ታ߽ߣߎࠆߡ߃ᛴࠍ㗴ߩߕࠄ߆ߥዋޔߕ߃ߪߣߩ߽ࠆ߈ߢା㗬ߦቢోߪ⸘⛔
ޕ߽ࠆ߫ߒ߫ߒ߇႐ว߁ಽᨆ⚿ᨐ߽㆑ࠄ߇ߥᒰὼޔߡߞ߇ߚߒޕࠆߢ ޔࠦߪߟ৻߁ ࡉ
Kޔߡ߅ߦ㑐ᢙ↥↢ဳࠬࠣ࠳ࡉࠦޕࠆߢ㗴ߩ㓙ࠆߔ↪ࠍ㑐ᢙ↥↢ဳࠬࠣ࠳
ߩߎޔߪߢవⴕ⎇ⓥߩਛ࿖ߩㇱ৻ޔߒߛߚޕࠆߢࠢ࠶࠻ᧄࠬ⾗ߪ K ߪߢࠢ࠶࠻ᧄࠬ⾗߇
ࠆߡߒ‽ࠍࠅ⺋ߥ⊛ၮᧄ߁ߣࠆ↪ࠍࠇߘޔߒߥߺߣࠆߢ࿕ቯ⾗ᧄᒻᚑޔߊߥ ޕ(4
࿕ቯ⾗ᧄᒻᚑߣ⾗ᧄࠬߊߚߞ߹ߪࠢ࠶࠻ߩᔨޔࠅߢ࿕ቯ⾗ᧄᒻᚑ㧩⾗ᧄࠬߢࠢ࠶࠻
࠳ࡉࠦޔߪᨐ⚿ߚߒಽᨆߡߒߣࠢ࠶࠻ᧄࠬ⾗ࠍ࿕ቯ⾗ᧄᒻᚑޔߊߥ߽ߢ߹߁⸒ޕߥߪ
ߪߢߩ߽ࠆߡ߃ࠄߣߦ⏕⊛ࠍታ経済ޔࠅߢߩ߽ࠆߥ⇣ߪߣᗧ࿑ߩ㑐ᢙ↥↢ဳࠬࠣ
 ޕߥ

ಽᨆ⚿ᨐࠍⷐ⚂ޔ߫ࠇߔਛ࿖ߩ経済ᚑ㐳ߩਥⷐߥⷐ࿃ߪಽᨆᦼ㑆㧔1��5㨪2001 年㧕ࠍㅢ
第ޔߊ߈大⇟৻߇₂ᐲ⽸ࠆࠃߦᧄ⾗ޔߡߓ 2 ᧄಽ㈩₸㧔ǩ㧕⾗ޔߚ߹ޕߚߞߢᛛⴚ進ᱠߦ
ޔߡߓㅢࠍಽᨆᦼ㑆ߪਛ࿖経済ߡߒߘޕૐߦ⊛ኻ⋦ߪഭಽ㈩₸㧔Ǫ㧕ޔߊ㜞ߦ⊛ኻ⋦ߪ
ⷙᮨߦ㑐ߪߡߒ߶߷ⓠਇᄌ߇ߤߥߣߎࠆߢ⸽ޕߚࠇߐ 

ᧄⓂߩ᭴ᚑߪᰴޔߕ߹ޕࠆߢࠅ߅ߣߩ第Σ┨ߢ 1�7� 年ߩᡷ㕟㐿╷ߩታᣉએ᧪ޔ
ਛ࿖経済ߩ㊀ⷐࡠࠢࡑߥ経済ᜰᮡߩᄌ化ࠍ◲නߦ⺑ޔߒᡷ㕟㐿╷ߩᚑᨐߣᣂߒ

                                                        
1)  1�7� 年ਇᄌଔᩰޕ▚឵ߢ 
2) 5oloY, 4. M. (1�5�), ̌A ContriDution to the 6heory of Economic )roYth̍, 3uarterly Journal 

of Economics, 8ol.70((eDruary), pp. �5-�4. 
5Yan, 6. (1�5�), ̌ Economic )roYth anF Capital Accumulation ,̍ Economic 4ecorF, 8ol.32(0ovemDer), 
pp. 334-3�1. 

3) ޔ߫߃ᰴߩ⎇ⓥޕࠆ߇ 
᧘ℭ⃜㧘ޟኻਛ࿖経済Ⴧ㐳⊛ታ⸽ಽᨆޠ㧘ޡᶏ⛔⸘ޢ(第 12 ภ) 㧘ᶏ⛔⸘ ␠㧘2000 年ޕ 
 ㌵㧘ޟᡷ㕟㐿એ᧪ޔਛ࿖経済Ⴧ㐳ⷐ࿃ታ⸽ಽᨆޠ㧘ޡᳯ⯃⛔⸘ᔕ↪⎇ⓥޢ(第 � ภ)㧘2002 年ޕ 
㒸ᓢᶏῆ㧘ޟਛ࿖࿖᳃経済Ⴧ㐳ⷐ࿃ታ⸽ಽᨆޠ㧘ޡ㒩経⾏学㒮学ႎޢ㧘第 14 Ꮞ第 � ภޕ 
᧘京ᢥ㈕ᢘ㧘ޟਛ࿖経済Ⴧ㐳ಽᨆޠ㧘ޡਛ࿖␠会⑼学ޢ㧘ਛ࿖␠会⑼学 ␠㧘1��2 年第 1 ᦼޕ 

4) 㒸ᶉධ㒸᥊ᾆ㧘ޟᄖ⋥ធᛩ⾗ኻਛ࿖経済Ⴧ㐳ᓇ㗀⊛経㛎⎇ⓥޠ㧘ޡ⇇経済ޢ(第 � ภ)㧘ਛ࿖␠会⑼
学 ␠㧘2000 年㧘20́2�  ޕࠫࡍ
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ᚑ㐳ߡߟߦࡓ࠭࠾ࠞࡔㅀޕࠆߴ第Τ┨ޔߪߢᧄⓂဳࠬࠣ࠳ࡉࠦࠆ↪ߢ↢↥㑐ᢙߦ
ᣇߩߟੑࠆ᳞ࠍ࠲ࡔࡄޔߡ߅ߦ㑐ᢙ↥↢ဳࠬࠣ࠳ࡉࠦߩߎޕࠆߔ⸛ᬌߡߟ
ᴺࠍᬌ⸛ޔߒᧄⓂߪߢ⸘㊂経済ಽᨆߊࠃߢޟࠆߡࠇࠊ৻⥸化ᦨዊ 2 ਸ਼ᴺࡄߡ↪ࠍޠ
第Υޕࠆߔ⸛ᬌࠍ㗴ὐࠆߡ߃ᛴ߇࡞࠺ࡕ㊂経済⸘ߩߎޔߡߒߘޕࠆߔផቯࠍ࠲ࡔ
ߥߦ߆ࠄߢᧄⓂޔߦᦨᓟߡߒߘޕࠆߔߦ߆ࠄࠍ経済ᚑ㐳ⷐ࿃ޔߒ␜ࠍᨐ⚿᷹⸘ߪߢ┨
�ޕߚ߃ઍߦࠅࠊ⚳ߡߴㅀࠍᓟ⺖㗴ߣᓽ․ߩਛ࿖経済ߚߞ
�
Σ ಽᨆᦼ㑆ߩਛ࿖経済 
 

1�7� 年ࠄ߆ᆎ߹ߚߞᡷ㕟㐿ߩㆊ⒟ߩ߆ߟߊޔߢᝂ᛬ࠍ経㛎ޔ߽ࠄ߇ߥߒਛ࿖経済
ޔߢਛࠆߡߒૐㅅ߇⇇経済ޔߦ߆⏕ޕࠆߡ集ࠍ⋠ᵈߩ⇇ޔ߈⛯ߪ㜞ᐲᚑ㐳ߩ
ਛ࿖経済ߪ⦟ᅢ1�7ޕࠆߡߒ␜ࠍࠬࡦࡑࠜࡈࡄߥ�年㨪2001年߹24ߩߢ年㑆ߩታ⾰)&P
ߩᦨૐޔߪ₸ኻ೨年િ߮ߩ 3.�㧑㧔�0 年㧕ޔࠄ߆ᦨ㜞ߩ 15.2㧑㧔�4 年㧕߹߫ߩࠅߥ߆ޔߢ
ߪ₸ᐔဋᚑ㐳ޔߩߩ߽ࠆߪ߈ߟࠄ �.5㧑ߩ㜞ᐲᚑ㐳ޕߚߞߢ㧔 1 ෳᾖ㧕 

৻ੱᒰࠅߚ )&P �1�7ޔߣࠆߢ 年ߪߦ 37� ర10ޔ߇ߚߞߛ 年ᓟߩ 1��7 年ߪߦ 1000 ర
ࠄ߆ࠇߘޔߖਸ਼ߦ大บߩ 14 年ᓟߩ 2001 年ߪ 7 Ⴧ7000ޔߡߒ రࠍ⓭⎕7543ޔߒ రߞߥߣ
 ޕߚ

৻ᣇޔャ߽経済ߩᚑ㐳ߣหᤨߦિ߮ޕߚャ㗵1�7ޔߪߡߟߦ� 年ߪߦ 1�7.� ంర
��ޔ߇ߚߞߛ 年ࠄ߆ 1000 ంరࠍ2001ޔ߃ 年ߦߟߪߦ 2202�.1 ంరࠍ⸥㍳24ޕߚߒ 年
㑆ᐔဋߢޔߣࠆャߪ年₸ 25.1㧑ߩᚑ㐳ࠍㆀޔߦ߽ߣߣࠇߘޕߚߍᄖ⽻Ḱ㜞߽ 1�7�
年ߩ 1.�7 ం2001ޔࠄ߆࡞࠼ 年ᧃߩ 2121.�5 ం࡞࠼  ޕߚߒᕆჇߣ߳(5

ᚲᓧߩჇടߦߡߞ⾂⫾߽大ߦჇޔ߃৻ੱᒰߪ⫾⾂ߩࠅߚ 1�7� 年߆ߕࠊߪߦ 12�.4
ర�3ޔ߇ߚߞߢ 年ߪߦ 1174.� రߦ㆐ߦࠄߐޕߚߒ 2001 年ߪߦ 300�.7 రߦ㆐ߎޕߚߒ
�0ޔߒᤋࠍⓍ⫾ߩ↥⾗㊄Ⲣߩੱࠆࠃߦ経済ᚑ㐳ޔߪჇടߩ⫾⾂ߥ߁ࠃߩ 年ઍߩਛ࿖経
済ߩᣂߒࠆߢ⸽ߩࡓࡉ⢛᥊ޕࠆߡߞߥ߽ߣ 

ਛ࿖ߩ経済ᚑ㐳ߩ㎛ߪߩߚߞߥߣ⾗ᧄ⫾Ⓧޕࠆߢㄘᬺ␠会ࠆߢਛ࿖経済ߩ⊒ዷߩೋ
ᦼᲑ㓏ޔߪߢᰴߩ 3 ޔ第㧝ޕߚߞߢ㗴⺖߈ߴߔⷞ⋤߽ߢᮭᜂᒰ⠪ߩߤ߇⚂᧦ઙߩߟ
ੱญ߇ᄙޔߡߊㄘߦ大㊂ߩഭജ߇ሽޔߒ৻ੱᒰߩࠅߚᚲᓧ߇ਇ⿷ޕߣߎࠆߔ第
第ޕࠆߡߒ⿷ਇ߇ᧄ⾗ࠆ߈ߢᛩਅߦᬺ↥ㄭઍޔ2 ᩰߩജ↥↢ߩၞ㑆ޔߡߊᐢ߇࿖ޔ3
Ꮕ߇大ࠆߢߣߎ߈  ޕ(�

1�53ޔߢߣ߽ߩ⚂᧦ઙߥ߁ࠃߩߎ 年ࠄ߆ 1�7� 年߹ߩߢ⚂ 25 年ߩ㐳㑆ޔਛ࿖ᐭߪ
ᒰᤨߩ෩ߒ࿖㓙ᖱޔߢߣ߽ߩ࿖ኅਥᮭޔߦߚࠆ᳞ࠍ┙⏕ߩ⾗ᧄ集⚂ဳߩㄭઍ↥ᬺ
化߁ߣ⊒ዷᚢ⇛ࠍขޔߡߞァ㔛↥ᬺࠍਛᔃࠆߔߣ㊀Ꮏᬺࠍఝవ⊛ߦ⊒ዷߚߩߘޕߚߖߐ
 ޕࠆߢߩߚࠇߐᒻᚑ߇ޠࡓ࠭࠾ࠞࡔⓍ⫾ᒝޟߩᧄ⾗ޔ᳞ߦㄘࠍ㊄⾗ߩ

‛↥ㄘߩߎޔߍ⾈ࠍ‛↥ㄘࠄ߆ㄘ᳃ߢଔᩰૐߪᐭޔߪߢߣ߽ߩࡓ࠭࠾ࠞࡔߩߎ
ޔ߇ㄘᬺ↪↢↥⾗᧚ޔ߿⽷⾌ᶖߚࠇߐຠ化ߢߎߎޔߒᄁ⽼ߦ࿖༡シᎿᬺㇱ㐷ߢଔᩰૐࠍ
࿖༡ડᬺࠍ経ޔߡᐲߪ㜞ଔᩰߢ৻⥸ᶖ⾌⠪߿ㄘ᳃ߦ⽼ᄁޔߚߩߘޕߚࠇߐ࿖༡Ꮏ
ᬺㇱ㐷ߩẢߊߒ⪺ߪ大ߩߎޔߊ߈Ảߩߘߪ߹߹࿖ᐶޔࠇࠄ⚊ߦ࿖ኅ⽷ߩ大ㇱ
ಽࠍᒻᚑߢ࠻࡞ߥ߁ࠃߩߎޕߚߒ⫾Ⓧߚࠇߐ⼾ንߥ⽷߇ァ㔛㑐ㅪߩ㊀Ꮏᬺㇱ㐷ߦ
大ⷙᮨߦᛩਅޕߚࠇߐ 

ߩߎޔࠇ߹↢߇ㆊẢߥ大㊂ߦᎿᬺ↢↥ㇱ㐷ߣᵹㅢㇱ㐷ޔࠅࠃߦᧄ⫾Ⓧᣇᑼ⾗ߩߎ
ㆊẢࠍ࿖ኅ߇⁛භޔߦߚࠆߔᐭߪᎿᬺಽ㊁ࠆߌ߅ߦ᳃༡ࠍޕߚߓㄘޔߪߢㄘ
᳃ߩ߳ᬺ↥ઁߩዞᬺ⒖ߥ↱⥄ߣേߩᱛࠍน⢻ੱࠆߔߦ᳃␠ࠍޔߦࠄߐޕߚߞᄙ
㗵ߩ㐿⊒⾗Ḯࠍ㈩ಽޔߦߚࠆߔ⤘大ߥቭࠍࠅޕߚߍ 

1�7� 年એ᧪ߩᡷ㕟ޟߩߎޔߪᒝ⫾Ⓧߩޠࡓ࠭࠾ࠞࡔᑄᱛߦࠇߘߣ㑐ㅪࠆߔ⻉ᐲ߳ߩ
ᚢޕߚߞ߽ߢᡷ㕟ߩⷐߪᰴߩㅢޕࠆߢࠅ 

ޔߖߐ化↱⥄ࠍଔᩰߩࠬࡆࠨߣ⽷ߩฦ⒳ޕߚࠇࠍജߦ⢒ᚑߩࡓ࠭࠾ࠞࡔᏒ႐ޔߕ߹
ฦ⒳ߩ‛↥↢ߣ⽷↥↢ߩᏒ႐ࠍᕆߢ࠴࠶ࡇഃ⸳ޔߒ⾗Ḯߩ㈩ಽࠍቭߥߪߢߩࠆࠃߦ
2001ޔߒᚑഞߦᰴ第߇ᡷ㕟ߩߎޕߚߒߦ߁ࠃࠆࠇࠊⴕߡߞࠃߦࡓ࠭࠾ࠞࡔᏒ႐ޔߊ 年ޔ
ߩ⽷↥↢ߦਛߩਛ࿖経済ߦߢߔ �0㧑ޔᶖ⾌⽷ߩ ��㧑એ߇Ꮢ႐ࠍㅢߡߒᄁ⾈ߦ߁ࠃࠆࠇߐ

                                                        
5) ਛ࿖࿖ോ㒮⊒ዷ⎇ⓥ࠲ࡦ㧘ޡਛ࿖経済年㐓ޢ㧘2002 年㧘ਛ࿖経済年㐓␠ 㧘�40  ޕࠫࡍ
�) ⢫ਫᱞ㑠ⴖ㧘ޟਛ࿖経済Ⴧ㐳Ꮕ⇣⊛ᐲ⸃ᨆޠ㧘ޡ経済ℂ論ߣ経済▤ℂޢ(第 1 ภ)㧘1��� 年ޕ 
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ߚߞߥ  ޕ(7
 

 �� ਛ࿖⚻ᷣの主ⷐࡠࠢࡑᜰᮡのផ⒖�

⾏ᤃ㧔ంర）�
� )&2
ంర��

ャ㗵� ャ入㗵�

৻人当ࠅߚ�

)&2㧔ర）�

৻人当ࠅߚ

⾂⫾㧔ర）

����� ������� ������ ������ ������ �������

����� ������� ������ ������ ������ �������

����� ������� ������ ������ ������ �������

����� ������� ������ ������ ������ �������

����� ������� ������ ������ ������ �������

����� ������� ������ ������ ������ �������

����� ������� ������ ������ ������ �������

����� ������� ������ ������� ������ �������

����� �������� ������� ������� ������ �������

����� �������� ������� ������� ������� �������

����� �������� ������� ������� ������� �������

����� �������� ������� ������� ������� �������

����� �������� ������� ������� ������� �������

����� �������� ������� ������� ������� �������

����� �������� ������� ������� ������� �������

����� �������� ������� ������� ������� ��������

����� �������� �������� ������� ������� ��������

����� �������� �������� �������� ������� ��������

����� �������� �������� �������� ������� ��������

����� �������� �������� �������� ������� ��������

����� �������� �������� �������� ������� ��������

����� �������� �������� �������� ������� ��������

����� �������� �������� �������� ������� ��������

����� �������� �������� �������� ������� ��������
㧔ᵈ）そࠇߙࠇの࠺ーߪ࠲ᰴの文献よࠅ╩⠪߇ᚑし߽ߚのߢるޕ�

�Ԙਛ࿖࿖ኅ⛔⸘ዪ㧘ޡਛ࿖⛔⸘ᐕ㐓ޢ㧔����㨪���� ᐕ）㧘ਛ࿖⛔⸘ 社㧚�
� � � � ԙਛ࿖࿖ോ㒮⊒ዷ⎇ⓥ࠲ࡦー㧘ޡਛ࿖⚻ᷣᐕ㐓ޢ㧔����㨪���� ᐕ）㧘ਛ࿖⚻ᷣᐕ㐓社 ޕ�

�Ԛ⇇㌁行ޡ⇇⚻ᷣ⛔⸘Bޢ��㧨����㨪����㧪㧘㠽ዬᵏᒾ� ⋙⸶㧘᧲ᵗᦠᨋ㧘��㧘�� �ޕーࠫࡍ
� ԛ㖧࿖⛔⸘ᐡޡ࿖㓙⛔⸘ᐕ㐓ޢ� ���� ᐕ㧘��� �ޕーࠫࡍ

 
第 ࠍ┹ޔࠇࠍജߦ⢒ᚑߩ᳃༡経済ਥޔߒᑄᱛࠍ࿖ኅ⁛භࠆߌ߅ߦᎿᬺಽ㊁ޔ2

ଦ進ߩߘޕߚߒઍ߇ㇹ㎾ડᬺ2001ޕࠆߢ 年ޔㇹ㎾ડᬺߩᄁ㜞ߪ⚂ �2,300 ం
రߦࠅ߹㆐ޔߒ೨年ࠅࠃ �㧑એჇടޕߚߒ会␠ᢙ߽ 2115.54 ߩㇹ㎾ડᬺޔ߃ࠍ␠ਁ

                                                        
7) ᤐ㔰㧘ޟᛩ⾗ޔᶖ⾌ਈ経済ᚑ㐳ޠ㧘ޡ学⠌ߣត⚝ޢ第 � ภ㧘2002 年ޕ 
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ᓥᬺຬᢙߪ 1.30�5 ంੱߩ大บࠍ⓭⎕ޔߒ࿖ડᬺߩᓥᬺຬᢙࠍߚ߃  ޕ(�
第 ߩߎޔࠅ߇ഭജߥን⼾ߪߩࠆߡߞᜬࠍ໑৻Ყセఝᕈޔߢਛߩ経済ߩਛ࿖ޔ3

ഭജߩ↪ല₸ࠍ㜞ߩߟੑޔߦߚࠆ㕙ߢᡷ㕟ࠍ進ੱޔߪߟ৻ޕࠆߡ⊛⾗Ḯߩẜ
ଔ୯ࠍ㜞ޔߦߚࠆ⟵ോᢎ⢒ᐲߩഃ⸳ޔߓߪࠍᢎ⢒ߩ᥉ߣᢎ⢒᳓Ḱߩะోߦ
ജੱޔߪߟ৻߁߽ޕࠆߡߍࠍญ⒖ߩേ߿ഭജߩᵹേ化ࠍଦ進ߦ߽ߣߣࠆߔᓥ᧪ߩ㓚
ოߟ৻ߟ৻ࠍขࠅ㒰ޔ߈␠会㓚ᐲߩഃ⸳߿ቛᐲߩᡷ㕟ࠍផߒ進ޕࠆߡ 

ᦨᓟޔߦ࿖ౝߩ⾗Ḯߣ⾗ᧄߩਇ⿷ࠍޔߦߚ߁ャᝄ⥝╷߇ᛂߜޔࠇߐኻᄖ㐿
╷ߡߞࠃߦᄖ⾗߇Ⓧᭂ⊛ߦዉߚ߹ޕߚࠇߐਛ࿖ડᬺߩᶏᄖ進߽ࠍ大ߦᅑബߡߒ
961ޔߦࠄߐޕࠆ 2001ޕߚࠇࠊⴕ߇ᡷ㕟ߥ⊛ᛮᧄߩኻᄖ⾏ᤃᐲޔߚࠆߔ⋗ടߦ 年ޔߦ
ో࿖ߩว⸘ޔߪߢᄖ⾗♽ડᬺ߇ 2�,140 ␠⸵นޔࠇߐᄾ⚂ߩߢࠬࡌ⋥ធᛩ⾗ฃߌࠇ㗵ߪ
��1.�5 ంޔ࡞࠼ታ㓙ᛩਅߚࠇߐᄖ⾗ߪ 4��.7� ంߚߞߥߣ࡞࠼ ࠆࠁࠊޔߚ߹ޕ(� $ ᩣߣ
߫ࠆࠇਛ࿖ડᬺߩᩣᑼࠍᶏᄖߩᛩ⾗ኅߦ⊒ⴕޔࠅߚߒ⋥ធ߿ࠞࡔࠕ㚅᷼ߩᩣᑼᏒ႐ߦ
႐ࠆߔࠅߚߒേ߇߈ടㅦޕࠆߡࠇߐ 

એߩ⻉ᡷ㕟ߣ㐿ភ⟎ޔߡߞࠃߦਛ࿖経済ߩᣂߒᚑ㐳߇ࡓ࠭࠾ࠞࡔᒻᚑߟߟࠇߐ
 ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⚂ⷐߦ߁ࠃߩᰴޔߪߣࡓ࠭࠾ࠞࡔᚑ㐳ߒᣂޕࠆ

ⷐޔߦࠆߔᏒ႐ߩࡓ࠭࠾ࠞࡔᵴ↪ߣ࿖㓙経済߳ߩෳടޔߡߞࠃߦਛ࿖ߩ⤘大ߥഭജ⾗
Ḯࠍᵴ↪ޔߒഭ集⚂ဳ↥ᬺߩ⢒ᚑߩߘߣຠߩࠬࡆࠨ߿ャߡߞࠃߦᄖ⽻ࠍ₪ᓧޕࠆߔ
ߩ㊀化学Ꮏᬺಽ㐷߁ᜂࠍ↥↢⽷↥↢ߢᲑ㓏ߩᰴ߇ャ大ߩ⽷⚳ᦨߥ⊛⚂ഭ集ޔߡߒߘ
ᒻᚑࠍଦߒ,ᄖ⽻ߣ࿖ౝ⾂⫾ߩჇടࠆߔߣࠢ࠶ࡄࠍ㊄ⲢᏒ႐ࠍㅢߡߓ㊀化学Ꮏᬺߩ⊒ዷߦ
ᔅⷐߥ⾗㊄ߣᛛⴚࠍឭଏޔߚ߹ޕࠆߔ⾏ᤃᐲߩᡷ㕟ߣ 961 ࠍ⾗ᄖޔ進ߒࠍ⋗ടߩ߳
Ⓧᭂ⊛ߦዉޔߒਛ࿖ડᬺߩᶏᄖ進ࠍଦޔߡߞࠃߦߤߥߣߎߔ⸥ߩᓴⅣࠍଦ進ޕࠆߔ
৻ᣇޔᏒ႐ޔߪߢߌߛࡓ࠭࠾ࠞࡔචಽߦଏ⛎ߥࠇߐㇱ㐷ޔࡈࡦࠗޔ߫߃ㇱ㐷ޔㄘᬺ
ㇱ㐷ޔᢎ⢒ㇱ㐷ޔߪߡߟߦᐭࠆࠃߦ⾗Ḯߩ㊀ὐᛩਅ߁ߣ▤ℂ㐿⊒ᣇᑼޕࠆߔࡃࠞߢ
એ߇ਛ࿖ߩᚑ㐳ᚢ⇛߫ࠊޔࠅߢᣂߒᚑ㐳ࠆߢࡓ࠭࠾ࠞࡔ  ޕ(10

�
Τ ಽᨆᣇᴺ 

 
 ࡞࠺ࡕ 1
ᚑ㐳ߩḮᴰߦߢߔߪߡߟߦᢙᄙߩߊታ⸽⎇ⓥߩߘޔ߇ࠆ߇ਛ߽ߢᛩⷐ⚛ߣ経済ᚑ

㐳ߩߣ㑐ଥߩ⎇ⓥޔߡ߅ߦᣂฎౖᵷߩ経済ᚑ㐳࡞࠺ࡕ  ޕࠆߡࠇࠊߊࠃ߇(11
ቢో┹Ꮢ႐ߩቯߩਅޔߢ⾗ᧄߣഭࠍ↪ߡߒ⽷Y Y⽷ޔߒ↥↢ࠍ ߒߣ㑐ᢙ↥↢ߩ

 ޕࠆࠇࠄ߃⠨߇㑐ᢙ↥↢ဳࠬࠣ࠳ࡉࠦߥ߁ࠃߩ㧔1㧕ᑼޔߪߡ
 

βα LAKY =                       (1) 
 

ߢ⺑ߢᚑ㐳ߩഭޔᧄ⾗ߪAޕࠆߢഭജߪLޔࠅߢࠢ࠶࠻ᧄࠬ⾗ߪKޔߢߎߎ
ߘߪǪߣǩޕࠆߔቯߣᛛⴚ進ᱠߪߢߎߎޔ߇ࠆߢߩ߽ࠍᚑ㐳ⷐ࿃ߩߡߴߔߥ߈
ࠢ࠶࠻࿖ౝ⾗ᧄࠬ⚐ߪKࠢ࠶࠻ᧄࠬ⾗ޕࠆߢഭᒢജᕈޔᧄᒢജᕈ⾗ߩ↥↢ࠇߙࠇ dK ߣ
ᄖ࿖ᛩ⾗ኅߩࠄ߆⾗ᧄࠬࠢ࠶࠻ fK  ޕࠆߢߩ
 

fd KKK +=                       (2) 
 

㧔1㧕 ᑼߩਔㄝߦ⥄ὼኻᢙߣࠆߣࠍ 
 

LKAY lnlnlnln βα ++=                 (3) 
 

ߣKࠇߙࠇߘࠍ㧔3㧕ᑼޕࠆࠇࠄᓧ߇ Lߢᓸಽޔߒᢛℂߣࠆߔᰴߩ㧔4㧕ᑼߣ㧔5㧕ᑼߥߦ
 ޕࠆ

                                                        
�) ਛ࿖࿖ኅ⛔⸘ዪഭߣ⑼学ᛛⴚ⛔⸘ม㧘ޡਛ࿖ഭ⛔⸘年㐓2002ޢ 年㧘ਛ࿖⛔⸘ ␠㧘455457ޔ ࡍ

 ޕࠫ
�) ਛ࿖࿖ോ㒮⊒ዷ⎇ⓥ࠲ࡦ㧘ޡਛ࿖経済年㐓2002ޢ 年㧘ਛ࿖経済年㐓␠ 㧘337  ޕࠫࡍ
㖧࿖ޡ,⋦㖧ޕࠆߡߒㄭૃߣ╷経済㐿⊒ߩ㖧࿖ߩߢ߹ࠇߎޔߪ⇛経済ᚑ㐳ᚢߩਛ࿖ߥ߁ࠃߩߎ (10

ഹ⨲ᦠᚱ,1��5,ޢᎿᬺ化ಽᨆߣ経済ᚑ㐳ߩ 年,第 1 ┨ෳᾖޕ 
11) ᣂฎౖᵷᚑ㐳ℂ論߇࡞࠺ࡕࡦࡢࠬࡠ࠰ޔߡ߅ߦઍ⊛ޕࠆ߃ߣߩ߽ߥ 
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α=
w
w

=
w
w

KK
YY

K
Y

/
/

ln
ln

                    (4) 

β=
w
w

=
w
w

LL
YY

L
Y

/
/

ln
ln

                    (5) 

߇Kߪǩޔߜࠊߥߔ  1 නჇޔ߈ߣߚ߃Y ߹ߟޕࠆߢߩ߽ߔ␜ࠍ߆ࠆߔනᄌ化߇
 ޕࠆߢഭᒢജᕈߩ↥↢ޔߪǪߦห᭽ޕࠆߢᧄᒢജᕈ⾗ߩ↥↢ޔࠅ
ᧄಽ⾗ࠇߙࠇߘߪǪޔǩ࠲ࡔࡄޔߣࠆߔዉࠍ㒢⇇↢↥ജ㗴ߣẢᭂ大化ⴕേߚ߹
㈩₸ޔഭಽ㈩₸ߩᗧࠍᜬߡߟߦࠇߎޔ߇ࠆߥߦߣߎߟ⺑ޕ߁ࠃߒ 
 ޔ߫߃ଔᩰ pޔ⾗ᧄࠦࠬ࠻ rޔ⾓㊄₸wޔ߫ࠇߔߣẢߪᰴᑼޕࠆߥߣ 
 

wLrKpY −−=S                       (7) 
 
Kߥᦨㆡޔߦߚߩᦨ大化ߩẢߢߣ߽ߩ⚂ᛛⴚ⊛ߩ㑐ᢙ㧔1㧕ᑼ↥↢ޔࠍᑼ(7)ޔߦࠄߐ
ߣ Lࠍቯ߁ߣߚߒડᬺⴕേࠍ⠨ޕ߁ࠃ߃㧔1㧕ᑼࠍ㧔7㧕ᑼߦઍޔߣࠆߔ 
 

wLrKLAKp −−= )( βαS                    (�) 
 
Sߩߎޕࠆߥߣ ߣKࠆߔߦᦨ大ࠍ Lߪ 

 

0=−=
w
w r

K
pY

K
αS

                      (�) 

0=−=
w
w w

L
pY

L
βS

                      (10) 

 
ᧄ⾗ߩᦨㆡࠆߔߦᦨ大ࠍẢޔࠅࠃᑼߩࠄࠇߎޔߡߞ߇ߚߒޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥߐߚḩࠍ
ᛩ㊂㧔⾗ᧄ㔛ⷐ㧕ޔഭᛩ㊂㧔ഭ㔛ⷐ㧕ࠇߙࠇߘߪ 

)/( pr
YK α=                         (11) 

)/( pw
YL β=                         (12) 

 
 ࠇߙࠇߘߪ₸ഭಽ㈩ޔ₸ᧄಽ㈩⾗ߩ߈ߣߩߎޔߣࠆߔቯࠍቢో┹Ꮢ႐ޕࠆߥߣ

 

α=
pY
rK

                          (13) 

β=
pY
wL

                         (14) 

 ޕߟᜬࠍᗧߩ₸ഭಽ㈩ߪǪޔ₸ᧄಽ㈩⾗ߪǩ࠲ࡔࡄޔࠄ߆ࠆߥߣ
(3)ᑼᤨࠍ㑆 tߡߟߦᓸಽߣࠆߔᰴߩᑼ߇ᓧޕࠆࠇࠄ 

     
L
dtdL

K
dtdK

A
dtdA

Y
dtdY //// βα ++=            (15) 

 
YdtdY �=/ ޔ AdtdA �=/ ޔ KdtdK �=/ ޔ LdtLd �� =/  ߪᑼޔߣߔߣ
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L
L

K
K

A
A

Y
Y ����

βα ++=                      (1�) 

  
 Ⴧടነਈ₸ࠍߔᑼ(�1)ޕࠆߥߣᑼ(12)ߦᑼࠍઍߣࠆߔ 
 

L
L

K
K

K
K

A
A

Y
Y fd

�����
βα +++= )(                  (17) 

 

ߢߎߎ
K
Kd
�

α ߣ
K
K f
�

α ޕࠆߢ₸ᚑ㐳ߩࠢ࠶࠻ᄖ࿖⾗ᧄࠬߣࠢ࠶࠻࿖ౝ⾗ᧄࠬࠇߙࠇߘߪ

KޔLࠍ⺑ᄌᢙဳࠬࠣ࠳ࡉࠦࠆߔߣ↢↥㑐ᢙࠍផቯޔ߫ࠇߔAߪᱷᏅߡߒߣᓧࠇࠄ

α̂ޔࠄ߆ࠆ ޔ β̂ ᦨዊߩㅢᏱߩǪޔǩࠇߙࠇߘࠍ 2 ਸ਼ផቯ㊂ 1.5E ޔߣࠆߔߣ
A
A�
 ߪ

 

 
L
L

K
K

Y
Y

A
A ����

βα −−=                     (1�) 

 
ߥࠄߥ߆߶ߦ₸ᱷᏅነਈޔࠇߐ▚⸘ߡߒߣ  ޕ(12
㧔1㧕ᑼࠄ߆ಽޔߦ߁ࠃࠆ߆↥㊂Y ഭᛩ㊂߮ࠃ߅ᧄᛩ㊂K⾗ߪ LߩჇടߡߞࠃߦ
大ޔߊߥߢࠅ߆߫ࠆߥߊ߈↢↥㑐ᢙࠍᣇࠆߖߐ࠻ࡈࠪߦ A߽ߡߞࠃߦ大ޕࠆߥߊ߈Aߩ
ᄌ化ࠍᒁ߈ߔߎⷐ࿃ߕ߹ޕࠆߢ߹ߑ߹ߐߪᛛⴚ進ᱠޕࠆ߇ฎ⾗ᧄࠬో߇ࠢ࠶࠻ㇱ
ᣂߒ⾗ᧄࠬޔ߽ߡߒߣߚࠇࠄ߃឵߈⟎ߦࠢ࠶࠻⾗ᧄࠬࠢ࠶࠻㊂ߪᄌ化ࠃߒߣߩ߽ߥ߇
↢ߊᄙࠅࠃޔࠅࠃࠢ࠶࠻ᧄࠬ⾗ฎߪࠢ࠶࠻ᧄࠬ⾗ߒᣂߡߞࠃߦᛛⴚ㕟ᣂޔߒ߆ߒޕ߁
↥ࠆࠇࠄᓧߡߞࠃߦࠢ࠶࠻ᧄࠬ⾗ࠆߡࠇߐ化߇ᛛⴚߒᣂߩߎޕߟ߽ࠍ⢻ജࠆ߈ߢ↥
㊂ߩჇടޔߪ⾗ᧄߦ化ߚࠇߐᛛⴚ進ᱠޕࠆߢߩ߽ࠆࠃߦ 
 หߩੱ৻ޔߦ߁ࠃߓഭ⠪ߣߞ߽߇ᾫ✵ᐲߩ㜞ߩഭ⠪ޔ߈ߣߚࠇࠄ߃឵߈⟎ߣഭ
⠪ߩᢙߪਇᄌࠅࠃޔ߽ߡߞߢᄙߩߊ↥㊂߇ᓧߪࠇߎޔ߫ࠇߥߦ߁ࠃࠆࠇࠄഭߦ
化ߚࠇߐᛛⴚ進ᱠޕࠆߢߩ߽ߚࠇߐࠄߚ߽ߡߞࠃߦ 
 ᛛⴚ進ᱠߪߦ⾗ᧄ߿ഭߦ化ޕࠆ߽ߩ߽ߥࠇߐ経༡⚵❱ߩᡷༀࠣࡦࠖ࠹ࠤࡑޔ
ߪ㊂↥߽ߡߓㅢࠍᛛⴚ進ᱠߥࠇߐ化ࠄࠇߎޕࠆߢ╬⦟ᡷߩࡦࠗࠩ࠺ຠޔᄌᦝߩ
ᄌ化ޕࠆߔ 
 ৻ᣇޔ A߇ዊࠆߥߊߐ႐ว߽ޔ߫߃ߣߚޕࠆኂߦኻࠆߔᐭⷙߡߞࠃߦડᬺߪ
ኂ㒐ᱛᛩ⾗ࠍⴕޔ⾗ᧄࠬࠍࠢ࠶࠻Ⴧടߩߎޔ߽ߡߖߐ⾗ᧄࠬߩࠢ࠶࠻Ⴧടߪ↥㊂ߩჇ
ടߪࠇߎޕߥ߆ߟ߮⚿ߦ⾗ᧄࠬࠢ࠶࠻৻ቯߢߣ߽ߩ A߇ዊߣߣߎࠆߥߊߐหޕࠆߢߓ 
化ߪᱷᏅࡠ࠰ߚ᳞ߡ↪ࠍ㑐ᢙ↥↢ဳࠬࠣ࠳ࡉࠦߪߢ論ᢥߩߎޔߡߞ߇ߚߒ 
ߔߤߥ⾗ኂ㒐ᱛᛩߥ߆ߟ߮⚿ߦ㊂Ⴧട↥ޔᛛⴚ進ᱠߥࠇߐ化ޔᛛⴚ進ᱠߚࠇߐ
 ޕࠆߡߞߥߦߩ߽ߚߒᤋࠍߡߴ

 
㧞 ⸘᷹ߩ㗴ὐ 

 
ߡߒߣᄌᢙߥਥⷐޔ߈ߣ߁ⴕࠍⷐ࿃ಽᨆߩ経済ᚑ㐳ߡ↪ࠍ㑐ᢙ↥↢ဳࠬࠣ࠳ࡉࠦ

ߒߪ࠲࠺ᑼߩਛ࿖ߦ߁ࠃߚߴㅀ߽ߢ౨㗡ޕࠆߢഭᛩ㊂ޔᧄᛩ㊂⾗ޔ㊂↥ߪ
߫ࠇߌߥߒᢛ⺞ࠍ࠲࠺ߩߘࠄ߇ߥ႐วᒰὼߩߘޔࠅ߽ߣߎࠆߡߌᰳߦᱜ⏕ᕈ߫ߒ߫
 ޕߥࠄߥ

                                                        
ߩߎ (12 A

A�

ߪ K Lޔ Aޔߒ߆ߒޕࠆߢᄌ化ߩ㊂↥ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⺑ߡߞࠃߦᄌ化ߩ  5oloYޔߪ

㧔1�57㧕ߡߞࠃߦ↢↥㑐ᢙߩᱷᏅࡠ࠰ࠄ߆ߣߎߚࠇߐ᷹⸘ߡߒߣᱷᏅ 5oloY resiFual  ޕࠆࠇ߫ߣ



 7

1. ↥㊂࠲࠺ 
⾰ታޔߡߒߣᜰᮡߔ␜ࠍ₸Ⴧടߩ↥ߩ࿖᳃経済ోߦ⊛⥸৻ )&P ⾰ታߪࠆ )0P ࠍ

⾰ታߢᧄⓂޕࠆ↪ )&P ߆(13ޢਛ࿖⛔⸘年㐓ޡߪ࠲࠺ߩߘޔߒߣၮᧄᜰᮡߩ経済ᚑ㐳ࠍ
1��0ޔࠅขࠄ 年ߩਇᄌଔᩰޕߚߒ▚឵ߢ 
2. ⾗ᧄࠬ࠲࠺ࠢ࠶࠻ 

⾗ᧄࠬޔߪࠢ࠶࠻経済ޔߌ⛯ࠍ↥↢߇߮ࠃ߅ᧂ᧪ߩᚲᓧߩჇടࠍታߚߊߡߒ
ߩᵴേ↥↢ߩㆊޔߦหᤨߣࠆߢḮᴰࠆߔഃࠍᚲᓧޔߡߒߣߟ৻ߩ⚛ⷐ↥↢ߥᔅⷐߦ
⚿ᨐߩߡߒߣ⫾Ⓧ㊂ߩᔨޕࠆ߽ߢ⾗ᧄࠬߦ⊛⟵৻ࠍࠢ࠶࠻ቯ⟵ߪߣߎࠆߔኈᤃߥߪߢ
ߩߤߥᐭޔડᬺޔ⸘ኅߜࠊߥߔޔ⸘วߩᧄ⾗ోࠆߡߒᚲ߇࿖৻ޔߦ⥸৻ޔ߇
経済න߇ᚲࠆߡߒᒻޔήᒻ߮ࠃ߅ᶏᄖ⾗↥ߩว⸘ߣࠆߢ⠨ߒ߆ߒޕࠆࠇࠄ߃⾗
ᧄࠬߩࠢ࠶࠻⹏ଔ߇࿎㔍ࠆߢ⥄ὼ⾗Ḯޔήᒻ⾗↥߮ࠃ߅ᶏᄖ⾗↥ࠍߤߥ㒰ᄖߚߒ࿕ቯ⾗
↥↢ౣޔߪᧄ⾗ޔߣࠆ߃⠨ߺߩߡߟߦ࿕ቯ⾗ᧄߥ߁ࠃߩߎޕࠆߡߒߣ⽎ኻߩ⸘ផࠍ↥
น⢻ᕈޔᒻޔ⠴ਭ⊛ߩ⊛↥↢ޔ྾ߩߟ᧦ઙߡߴߔࠍḩߣߩ߽ߔߚቯ⟵ࠆࠇߐ ࡉࠦޕ(14
ߡߞߣࠍ会ਥ⟵Ꮢ႐経済␠ޕࠆߢࠢ࠶࠻ᧄࠬ⾗ߪKߡ߅ߦ㑐ᢙ↥↢ဳࠬࠣ࠳
ޔߡߞ߇ߚߒޕߥߒሽߪ࠲࠺⸘⛔ߩ㐳ᦼࠆߔ㑐ߦࠢ࠶࠻ᧄࠬ⾗ߦߛ߹ޔߪਛ࿖ࠆ
ਛ࿖࿖ౝޔࠞࡔࠕޔߊߥ߽ߢ߹߁ߪ日ᧄࠍᄖ࿖ߩᄙߩߊ経済学⠪ߥࠎ⦡ߪߜߚᣇ
ᴺߢਛ࿖ߩ⾗ᧄࠬࠍ᷹⸘ߩࠢ࠶࠻⹜ࠆߡߒ  ޕ(15

⾗ᧄࠬޔߡ߅ߦ᷹⸘ߩࠢ࠶࠻ᧄⓂߪߢએਅࠍߟੑߩቯޔߪߟ৻ޕߚߒታ⾰⾗ᧄᛩ
P&(ޔ߈ߣࠆߔ▚⸘ࠍ ᧄᷫ⠻⾗ߩਛ࿖ޔߪߟ৻߁߽ޕߚߒታ⾰化ߡߒ↪ࠍ࠲ࡈ࠺
ߪ₸ 5㧑ߣࠆߢቯߚߒ  ޕ(�1

⾗ᧄࠬߩࠢ࠶࠻⸘▚ᑼࠍ◲නߦ⚫ޕ߁ߎ߅ߡߒ 
 

00 )( GDPGDPGDPGDPt u= ᜰᢙᜰᢙታ⾰ 㨠               (1�) 
 
ߢߎߎ 0GDP ޔ 0ᜰᢙGDP ࠇߙࠇߘߪ 1��0 年ߩ )&P ߣ )&P ᜰᢙޕࠆߢ 
 

tt GDPGDPGDP ታ⾰ฬ⋡࠲ࡈ࠺㧩               (20) 
 

⾰ฬ⋡ታ࠲ࡈ࠺⋠ฬ࠲ࡈ࠺ GDPIIII tttt |=       (21) 
 

ttt IKK +−= −1)1( J                         (22) 
 

ޔߢߎߎ J ޕߚߒ↪ㆡࠍ�5ޔߢ₸⠻ᷫߪ tI ߣ tK ࠢ࠶࠻ᧄࠬ⾗ߣ⾗ᛩߩ㨠年ࠇߙࠇߘߪ
�1�7ޕࠆߢ 年ߩᄖ࿖⾗ᧄࠬߪࠢ࠶࠻ 0 ߪਛ࿖ޔߣࠆࠃߦ࠲࠺⸘⛔ޕࠆߔቯߣ 1�7�
年ࠄ߆ᄖ࿖⋥ធᛩ⾗㧔(&+㧕�3－�1�7ޔ߇ࠆߪ࠲࠺⸘⛔ߩ 年ߩ㑆ߪ年ᐲߪ࠲࠺ߩ
1��5ޔߚߩߘޕࠆߢߌߛ࠲࠺⸘วޔߊߥ 年1�7ޔߒ▚⸘ࠍ࡞ࡊࡦࠨࠄ߆� 年̆1��4
年ߩ (&+ 第ߡߖࠊㇱวోߪ 1 ᦼߩᄖ࿖⾗ᧄࠬޕߚߒߣࠢ࠶࠻ 
2002)ޢਛ࿖⛔⸘年㐓ޡ 年)ޔߣࠆࠃߦ✚࿕ቯ⾗↥ᛩ⾗ߪ⽷Ḯߡߞࠃߦ࿖ኅ੍▚ౝᛩ⾗ޔ࿖
ౝ⾉ઃޔ↪ᄖ⾗ޔ⥄Ꮖ⾗㊄ ᄖ࿖⋥ធᛩߣኻᄖ୫㊄ߪ↪ᄖ⾗ㇱಽޕࠆࠇࠄߌಽߢߤߥ(17
⾗ᄖ࿖⋥ធᛩࠄ߆ਛߩߘޔߚߚࠇ߹߇⾗ FI ↥⾗࿕ቯ✚ޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒಽ㔌ߌߛ
ᛩ⾗✚㗵ߩߎࠄ߆ᄖ࿖⋥ធᛩ⾗ FI ⾗࿖ౝᛩޔ߫ࠇߌ㒰ࠍ DI Iޕࠆߢ ޔ߫ࠇߔߣ⾗ᛩ✚ࠍ
ᰴᑼޕࠆߥߣ 

 

                                                        
13) ਛ࿖࿖ኅ⛔⸘ዪ㧘ޡਛ࿖⛔⸘年㐓2002ޢ 年 ޔਛ࿖⛔⸘ ␠2002ޔ 年54ޔ51ޔ  ޕࠫࡍ
14) Ku\nets, 5, CommoFity (loY anF Capital (ormation, 0eY ;orM� 0ational $ureau of Economic 

4esearch, 1�3� ෳᾖޕ 
大Ꮉ৻มઁ ޡ⾗ᧄࠬޢࠢ࠶࠻ ᧲ᵗ経済ᣂႎ␠1ޔ��� 年55ޔ  ޕࠫࡍ

15) ᧄⓂߪߢ 1�7�㨪�0 年߹ߩߢ K 1��1㨪2001ޔߒ↪ࠍ⸘ផߩᾆ⩵⾐ߪ 年߹ߩߢ K ߩ߽ߚߞⴕ߆⠪╩ߪ

㧔第ޢᢙ㊂経済ᛛⴚ経済⎇ⓥޡ㧘ޠ⸘ᚒ࿖⊛⾗↥ផޟᾆ㧘⩵⾐ޕࠆߢ � ภ㧕㧘1��2 年ޕ 
16) ਛ࿖ߩᄙߩߊవⴕ⎇ⓥߪߢ⾗ᧄᷫ⠻₸ࠍ 5㧑ߢቯޕߚߒ 

ޔ߫߃₺ᔒ㢈㧘ޟᄖ⋥ធᛩ⾗ኻਛ࿖経済Ⴧ㐳⊛⽸₂⹏ଔޠ㧘ᷡ⪇大学ਛ࿖経済⎇ⓥ࠲ࡦ㧘2001 
年ޕ  

17) ࿖ኅ੍▚ౝᛩ⾗ޔ࿖ౝ⾉ઃޔ↪ᄖ⾗ޔ⥄Ꮖ⾗㊄ߪ㉼⸂ߩߡߟߤߥਛ࿖࿖ኅ⛔⸘ዪ㧘ޡਛ࿖⛔⸘年
㐓2002ޢ 年 㧘ਛ࿖⛔⸘ ␠240ޔ  ޕෳ⠨ࠍࠫࡍ
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FD III +=                         (23) 

 
3. ഭᛩ㊂ 

経済ᚑ㐳ⷐ࿃ߩಽᨆޔߡ߅ߦ৻ቯᦼ㑆ౝߩ↢↥ⷐ⚛ߩᛩߩߘޔߪ↢↥ⷐ⚛ߩᛩ㊂
ࡉࠦޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ⠨ᘦ߽ߤߥ⾰ߩ⚛ⷐ↥↢ޔ₸↪ലߩ⚛ⷐ↥↢ޔߊߥߢߌߛ
.ޔߡ߅ߦ㑐ᢙ↥↢ဳࠬࠣ࠳ ഭᤨ㑆ߦഭ⠪ᢙޔࠅߢഭജߚࠇߐᛩߦታ㓙ߪ
ޔᤨ⾰ߩഭߪᚲᓧޔߪߡ߅ߦవ進࿖ޕࠆߢߩ߽ߚߌ߆ࠍ 㑆ߣߤߥኒធߥ㑐ଥޔࠅ߇
Ꮢ႐経済ࠪࠬߩࡓ࠹ਅߢᲧセ⊛ߟ߆วℂ⊛ߦഭᛩ㊂ߩᄌ化ࠍ⠨ᘦޕࠆߡߒ 

 

２� ਛ࿖の �࠲ー࠺ഭᛩ入㊂のޔࠢ࠶࠻本ス⾗ޔ2&(

� � ;
ంర�� -
ంర�� .
ਁ人��

����� �������� ��������� ���������

����� �������� ��������� ���������

����� �������� ��������� ���������

����� �������� ��������� ���������

����� �������� ��������� ���������

����� �������� ��������� ���������

����� ��������� ��������� ���������

����� ��������� ��������� ���������

����� ��������� ��������� ���������

����� ��������� ��������� ���������

����� ��������� ��������� ���������

����� ��������� ��������� ���������

����� ��������� ��������� ���������

����� ��������� ��������� ���������

����� ��������� ��������� ���������

����� ��������� ��������� ���������

����� ��������� ��������� ���������

����� ��������� ��������� ���������

����� ��������� ���������� ���������

����� ��������� ���������� ���������

����� ��������� ���������� ���������

����� ��������� ���������� ���������

����� ��������� ���������� ���������

����� ��������� ���������� ���������
(ᚲ); 㧘2002ޢਛ࿖経済年㐓ޡਛ࿖࿖ኅ⛔⸘ዪ㧘ߪ 年㧘ਛ࿖経済年㐓␠ 㧘51 ⋠ฬߩࠫࡍ

)&P ࠍ 1��0 年ਇᄌଔᩰߢታ⾰化ޕࠆߢߩ߽ߚߒK ߪ 1�7�㨪1��0 年ߪ⾐⩵ᾆߩផ⸘ࠍ

1��1㨪2001ޔߒ↪ 年߹ߪࠇߘߩߢ╩⠪߇㧔22㧕ᑼޕࠆߢߩ߽ߚߒ᷹⸘ߡ↪ࠍ. ਛ࿖ߪ

࿖ኅ⛔⸘ዪഭߣ⑼学ᛛⴚ⛔⸘ม㧘ޡਛ࿖経済年㐓ޢ㧘2002 年㧘ਛ࿖経済年㐓␠ 㧘11�

 ޕࠆߢߩ߽ߚߒ↪ᒁࠅࠃࠫࡍ
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ಽ㈩ࠪࠬޔࠅߢࠅ߆߫ߚߒォ឵ߦᏒ႐経済ࠄ߆経済↹⸘ߪਛ࿖ޔߒ߆ߒ
ߢਇචಽ߽࠲࠺⸘⛔ߥᔅⷐࠆߔ㑐ߦഭജߪਛ࿖ޔߚ߹ޕࠆߢ⊛ਇวℂߛ߹ߪࡓ࠹
ߚߞⴕࠍ᷹⸘ߡ↪ࠍഭ⠪ᢙ✚ߩᲤ年ߪߢᧄⓂޔߚߩߘޕࠆ  ޕ(�1

 2 ߩਛ࿖ߚߒᢛ⺞ߢᣇᴺߩએߪ )&Pޔ⾗ᧄࠬޔࠢ࠶࠻ഭᛩ㊂ޕࠆߢ࠲࠺ߩ�

Υ ⸘᷹⚿ᨐ 
 

ߩਛ࿖ߪߢ┨ߩߎ 1��5㨪2001 年߹ߩߢਛ࿖ߩ経済ᚑ㐳ⷐ࿃ࠍߢ߹ࠇߎޕࠆߔߦ߆ࠄ
ߦ⊛経㛎ࠇߙࠇߘࠍ₸ಽ㈩ߩഭޔᧄ⾗ޔߪߢవⴕ⎇ⓥࠆߔ㑐ߦ経済ᚑ㐳ߩਛ࿖ߩ ޔ0.4
0.�㧔ᡷ㕟㐿એ㒠㧕ᚗߪ ࠆߡߒߣ0.4㧔ᡷ㕟એ೨㧕ޔ�.0 経済ࠪࠬ↹⸘ޔߒ߆ߒޕ(�1
ߦ߁ࠃࠆߥ⇣ߪല₸ᕈߩ↥↢ޔߡߞࠃߦߣߎࠆߔዉࠍࡓ࠹Ꮢ႐経済ࠪࠬߦ⊛ẋ進ߦࡓ࠹
化ᦨዊ㧞ਸ਼ᴺ⥸৻ߪߢᧄⓂޕࠆ߇ᔅⷐࠆߔ⸘ផࠄ߆࠲࠺ࠆߩା㗬ᕈߡᡷޔࠅߥ
㧔).5㧕ߡ↪ࠍǩߣǪߩផቯࠍⴕޕߚߞផቯ⚿ᨐߪ㧟ޕࠆߢࠅ߅ߣߩ 

�

３� ផ定結ᨐ�

⺑ᄌᢙ� ).5�

定ᢙ㗄� ��������

� 
���������

ǩ� �������

� 
���������

Ǫ� ������

� � 
��������

࿁Ꮻ方⒟式のᮡḰ⺋Ꮕ� �������
2R � �������

&9� �������

ᮡ本ᦼ㑆� ����㨪�����
㧔ᵈ㧕㧔 㧕ߪ㨠୯ޕࠆߢ 
㧔ᚲ㧕 ╩⠪ᚑ 

 
ᤨ♽ߡ↪ࠍ࠲࠺回Ꮻಽᨆޟޔ߈ߣࠆߔ⥄Ꮖ⋧㑐߁ߣޠߒߥቯߪ፣ޕߔ߿ࠇ

ߟᜬࠍ㑐⋦ߩߣ㧝ᦼ೨ߦ․ A4(1)ޕࠆߕ↢߫ߒ߫ߒ߇ᦨዊ㧞ਸ਼ᴺ㧔1.5㧕ߢផቯߚߒ⚿ᨐࠍ
ޔߣࠆቯଥᢙߊߒ⪺߇㜞ࡦ࠰࠻ࡢࡦࡆ࠳ߩߘޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦ(0.��4)Ყߪૐߊ
ߩᱜᒝࠅߥ߆ߪᨐ⚿ߚߒផቯߢᦨዊ㧞ਸ਼ᴺޔ(�0.73) 1 㓏ߩ⥄Ꮖ⋧㑐ߡߒ␜ࠍߣߎࠆ߇
࠲ࡔࡄߚࠇࠄᓧޔߕࠇߐߚḩ߇ၮᧄ⊛ቯߩᦨዊ㧞ਸ਼ᴺޔ႐วࠆ߇Ꮖ⋧㑐⥄ޕࠆ
化ᦨዊ㧞ਸ਼⥸৻ޕࠆߥߊߥ߇㓚ࠆߢᦨ⦟✢ဳਇផቯ㊂߇ 㧔N).5㧕ߢផቯߚߒ⚿ᨐࠍ
ᦨዊ㧞ਸ਼ᴺߡ↪ࠍផቯߚߒ⚿ᨐߣᲧ9&ޔߣࠆߴ㧔ࡦ࠰࠻ࡢࡦࡆ࠳Ყ㧕ߪ 1.�17 ߥߣ
ߣࠆࠍቯଥᢙޕࠆߢ߆ࠄ߇ߣߎߥߪᏆ⋧㑐⥄ޔࠅ 0.�3� ⦟ߪା㗬ᕈࠄ߆ࠆߢ
ᅢޔߡߞ߇ߚߒޕࠆߢᧄ論ߪߢ৻⥸化ᦨዊ 2 ਸ਼ᴺ㧔).5)ߢផቯࠍⴕޕߚߞ 

ಽᨆ⚿ᨐ߫ࠇࠃߦਛ࿖経済ߪ 1�7� 年ࠄ߆ 2001 年߹ޔߢ⾗ᧄߩಽ㈩₸㧔ǩ㧕ߩᐔဋ୯ߪ
0.55� ߪᐔဋ୯ߩ₸ഭಽ㈩ޔࠅߢ 0.444 ᧄಽ㈩⾗ߪਛ࿖ޔߣࠆߴᲧߣవ進࿖ޕࠆߢ
ߪਛ࿖ޕ㜞ࠅߥ߆߇₸ 13 ంੱญࠍᛴࠆ߃⊒ዷㅜ࿖ޔࠅߢഭജޔߢ߆⼾߇⾓㊄᳓Ḱ
 ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆߡߞߥߊ㜞ߦ⊛ኻ⋦߇₸ᧄಽ㈩⾗ޔߚૐ߇

㧟ࠄ߆ಽޔߦ߁ࠃࠆ߆ਛ࿖経済ߪಽᨆᦼ㑆ࠍㅢޔߡߓⷙᮨߦ㑐ߪߡߒ߶߷ⓠਇᄌ㧔ǩ
㧗Ǫ㧩1.003㧕߇ߣߎࠆߢ⸽ޕߚࠇߐ 

                                                        
ផߢഭᛩ㊂ߪᨐ⚿ߚߒផቯߢഭ⠪ᢙޔ႐วߚߒቯߣቯ৻ࠍഭᤨ㑆ߩᲤ年ߩഭ⠪ߩੱ৻ (�1

ቯߚߒ⚿ᨐߣหޕࠆߢߓ 
19) ㇳస⩓㧘ޡਛ࿖ޔᡷ㕟ਛ経済Ⴧ㐳ਈ᭴ㅧᄌേޢ㧘ᶏਃ⡥ᦠᐫ㧘1��3 年㧘12�  ޕࠫࡍ
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ߩ߽ߚߒ␜ࠍផ⒖ߩኻ⊛᭴ᚑᲧ⋦ߩⷐ࿃⻉ࠆߔ⺑ࠍਛ࿖経済ᚑ㐳ߩಽᨆᦼ㑆ਛޔߕ߹
߇ 4 1��5㨪2001ޕࠆߢ 年ߩਛ࿖経済ᚑ㐳ߩ⻉ⷐ࿃ߩਛޔ࿖ౝ⾗ᧄᛩࠆࠃߦነਈ₸߇
55.5㧑ޔᛛⴚ進ᱠࠆࠃߦነਈ₸߇ ߇₸ነਈࠆࠃߦഭᛩޔ�22.1 1�㧑ޔᄖ࿖⾗ᧄࠆࠃߦ
ነਈ₸߇ 3.4㧑߁ߣ㗅ޕࠆߡߞߥߦ�

� � � � � � � � 㧠� ����㧙���� ᐕਛ࿖の⚻ᷣᚑ㐳ⷐ࿃ಽᨆ� � 㧔න㧦㧑）�

� � � � � �

�
Y � EA � EK �

DEK � FEK �
EL �

��������� ᐕ� ���� ����� ����� ������ ����� ���

����―�� ᐕ� ���� ������ ������ ������ ����� ������

����―�� ᐕ� ����� ����� ������ ������ ����� ������

����―�� ᐕ� ���� ������ ������ ������ ����� �����

��������� ᐕ� ���� ������ ������ ������ ����� �����
㧔ᵈ㧕; ޔࠅߢ₸ᚑ㐳ߩ↥↢✚࿖ౝߩਛ࿖ߪ EA ޔ EK ޔ EL ᚑߩഭޔᧄ⾗ޔᛛⴚ進ᱠࠇߙࠇߘߪ

㐳ነਈ₸ޕࠆߢ
㧰EK ߣ

FEK  ޕࠆߢ₸ᚑ㐳ነਈߩᄖ࿖⾗ᧄߣ࿖ౝ⾗ᧄߪ

㧔ᚲ㧕╩⠪ᚑޕ 

 

� � � � � � � � � �  �� ਛ࿖の⚻ᷣᚑ㐳とᛩ⾗ᚑ㐳� � � � � � 㧔න㧦㧑）�

ᐕ�
)&2�

ᚑ㐳₸�

ᛩ⾗㗵�


ంర)�

ᛩ⾗₸�

)( YI �

ᛩ⾗ᚑ㐳₸�

)( II� �

����� ����� ������� ����� �����

����� ���� ������� ����� �����

����� ����� ������� ����� �����

����� ����� ������� ����� �����

����� ���� ������� ����� �����

����� ���� ������� ����� ����

����� ���� ������� ����� �����

����� ����� ������� ����� �����

����� ����� �������� ����� �����

����� ����� �������� ����� �����

����� ����� �������� ����� �����

����� ���� �������� ����� �����

����� ���� �������� ����� ����

����� ���� �������� ����� ����

����� ���� �������� ����� ����

����� ���� �������� ����� ����

����� ���� �������� ����� �����

㧔ᚲ㧕ਛ࿖࿖ኅ⛔⸘ዪޡਛ࿖⛔⸘年㐓 ਛ࿖⛔⸘ ␠㧘2002 ,ޢ2002 年ࠅࠃᚑޕ 

࿖ౝ⾗ᧄ߇ਛ࿖経済ߩਥⷐߥᚑ㐳ⷐ࿃ߩߘޔ߇ࠆߡߞߥߣේ࿃ࠍᛠីޔߪߦߚࠆߔ
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৻࿖ߩ経済ᚑ㐳ߣᒝ⋧㑐㑐ଥࠆ߇ᛩ⾗ࠍಽᨆࠆߔᔅⷐޕࠆ߇㧡1��5ߪ年2001ࠄ߆
年߹ߩߢਛ࿖ߩ )&P ᚑ㐳₸ߣᛩ⾗ᚑ㐳ߩᄌേࠍޕࠆߢߩ߽ߚߒࠊ 

)&P ࠍߐ⊑ᵴߩᛩ⾗ᵴേޔߢߩ߽ࠆࠇ߫ߣ₸⾗ᛩߪ₸Ყߩᛩ⾗㧔⾗ᧄᒻᚑ㧕ࠆߔኻߦ
ߣࠆߺࠍࠇߘޕߔਛ࿖ߪ 35㧑߽ࠅࠃ㜞ߦࠄߐޔߊ �3 年ߪ 43.5㧑ߦ㆐ޔߒ߽ޕࠆߡߒ
ᛩ⾗ല₸߇ᄌޔ߫ࠇߌߥࠄࠊ経済ᚑ㐳₸ߪᛩ⾗₸ߣᱜߩ⋧㑐ޔߡߞ߇ߚߒޕࠆ߇⾗ᧄߩ
ല₸߇৻ቯࠆߢ㒢ޔࠅᛩ⾗߇ᵴ⊒ޔߤ߶ࠆ߫ࠇߢ経済߽ᕆㅦߦᚑ㐳ࠆߥߦߣߎࠆߔ
1��5㨪�5ޔߣࠆࠍ₸ᛩ⾗ᚑ㐳ߚߍឝߦหޔߚ߹ޕ(20 年ߪߢᛩ⾗ᚑ㐳₸߇หߓᦼ㑆ߩ経
済ᚑ㐳₸ࠍ回ޔࠅ߅ߡߞᛩ⾗₸߇ߩߎޕࠆߡߒ␜ࠍߣߎࠆߡߒᦼ㑆ޔᛩ⾗ᚑ㐳
㧔5.7㧑㧕1��0ૐ⇟৻߇₸ 年ߩߘ߽ߡ߅ߦ経済ᚑ㐳₸㧔3.�㧑㧕ࠍ回ޕࠆߡߞ࿕ቯ
⾗↥ᛩ⾗₸߽ 1���－�0 年ߩߎޔᦼ㑆ࠍ㒰߫ߌ㜞᳓Ḱߦ㆐ޕࠆߡߒ⇇ޔ߽ߡߺࠄ߆ᄙ
年㑆 )&P ߇วഀߩ⾗࿕ቯ⾗ᧄᛩ✚ࠆභߦ 30㧑ࠍࠆ߃࿖ߪᄙޕߥߊ໑৻日ᧄ߇ߌߛ㜞
ᐲᚑ㐳ᦼߦ㜞ᚑ㐳₸ޕߚߌ⛯ࠍᒰᤨ日ᧄޟߪᛩ⾗߇ᛩ⾗ࠍ߱ࠆࠇࠊ⸒ߣޠ⽎ޔࠇ߹↢߇
ਛ࿖ޕࠆߢߩߚࠇߐታ߇経済大ᣧߩࡐࡦ࠹ޔߢᒻࠆࠇߐਥዉߦ⾗ᛩ⸳ߚߒ߁ߎ
ߣߚߒ࠼ࠍ経済ᚑ㐳߇⾗ᛩ⸳ߥ⊑ᵴߚߒߣ⢛᥊ࠍዉߩᛛⴚᬺ↥ߒᣂޔ႐ว߽ߩ
 ޕࠆߡߞᜬࠍᕈᩰߩㅢߣ㜞ᐲᚑ㐳ߩ日ᧄޔߢὐ߁

 �

� � � � � � 㧢� ���� ᐕએ㒠࿕定⾗↥ᛩ⾗᭴ㅧኻᲧ状況� � 㧔න㧦㧑）�

ᐕ�
)&2�

ᚑ㐳₸�

総࿕定⾗↥ᛩ

⾗ᚑ㐳₸�

࿖ડᬺ�

ᛩ⾗ᚑ㐳₸�

㕖࿖ડᬺ�

ᛩ⾗ᚑ㐳₸�

����� ����� ����� ����� �����

����� ���� ����� ����� �����

����� ����� ����� ����� �����

����� ����� ����� ����� �����

����� ���� ����� ����� �����

����� ���� ���� ���� �����

����� ���� ����� ����� �����

����� ����� ����� ����� �����

����� ����� ����� ����� �����

����� ����� ����� ����� �����

����� ����� ����� ����� �����

����� ���� ����� ����� �����

����� ���� ���� ���� ����

����� ���� ����� ����� ����

����� ���� ���� ���� ����

����� ���� ����� ���� ����

����� ���� ����� ���� ����

(ᚲ)  5  ޕߓหߣ

 
 1��5 年ࠄ߆ �0 年ઍ೨ඨ߹ޔߢਛ࿖ߩ経済ᚑ㐳ߪ㜞ᛩ⾗ࠅߥ߆ߡߞࠃߦ㜞߆ߒޕߚߞ߆
�0ޔߒ 年ઍᓟඨࠄ߆ਛ࿖ߩ経済ᚑ㐳�0ޔߪ 年ઍ೨ඨߣᲧ߿߿ߣࠆߴૐߦ․ޕࠆߡߞߥߊ
1��7 年ࠄ߆ 2000 年ߩ㑆ޔᛩ⾗ᚑ㐳₸ߪૐޔߊหᤨߓᦼߩ経済ᚑ㐳₸ࠍਅ回ߘޕࠆߡߞ

                                                        
20) ධ੫進㧘ޡ日ᧄߩ経済⊒ዷޢ㧔第㧞 㧕㧘᧲ᵗ経済ᣂႎ␠ 1��2 年ޕ 
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ߪේ࿃ߩ 1��7 年ᄐࠄ߆ᆎ߹ࠕࠫࠕߚߞㅢ⽻ෂᯏߤߥ࿖㓙経済ߩᓇ㗀߽ޔߩߩ߽ࠆㄭ年એ
᧪ਛ࿖ߩᛩ⾗ਇ⿷ߣኒធߥ㑐ଥߣࠆ߇ᕁޕࠆࠇࠊਛ࿖ߪᡷ㕟㐿એ᧪߽ޔ ߁ 20 年એࠍ
経ޔߡ⸘↹経済ࠄ߆␠会ਥ⟵Ꮢ႐経済ߦォ឵ޔߒ経済᭴ㅧ߽大ߊ߈ᄌ化ౕޕߚߒ
⊛ߥࠍߌࠊࠅߣޔߣࠆߍ㕖࿖ડᬺ߇භࠆᲧ㊀ߔ߹ߔ߹߇㜞߹ߢߣߎࠆߡߞ
߿ߪ߽ߪ)ࠆ 70㧑ࠍޕ(ࠆߡ߃㕖࿖ડᬺߩᛩ⾗ᄌേߪ✚ᛩ⾗ᄌേߩቯ⊛ߥⷐ࿃
 ޕࠆ߃ߣࠆߡߞߥߣ
 ৻࿖ߩᛩ⾗ߪᛩ⾗ਥޔߡߞࠃߦᐭᛩ⾗ߣ᳃㑆ᛩ⾗ߦߟੑߩಽޕࠆࠇࠄߌਛ࿖ߩ႐วޔ
᳃㑆ᛩ⾗ߪ࿖ડᬺᛩ⾗ߣ㕖࿖ડᬺᛩ⾗߇ޔߣࠆࠃߦ࠲࠺⸘⛔ޕࠆߡᦨㄭߩ᳃
㑆ᛩ⾗߇ᛩ⾗✚㗵ߩ �0㧑ࠍࠆߡ߃ ߢ⾗ᛩߩ㕖࿖経済߳ߪࠄߋඨಽ߽ߢਛߩߘޕ(21
⾗ᛩߩડᬺߣᐭޔߡߒߣᛩ⾗ਥࠆߡߞᜬࠍ⾰ᕈࠆߥ⇣ޔߢਅߩᏒ႐経済ޕࠆ
ⴕേߪ大ߥ߈Ꮕޕࠆ߇ᐭߩᛩ⾗ⴕേߪ経済߇ᅢᴫዪ㕙ᷫߪߢዋޔߒਇᴫዪ㕙ߪߢჇട
߹ߟޕࠆࠇࠊⴕ߇⾗ᛩߡߞࠃߦ᥊᳇ᓴⅣߦㅒߣ⾗ᐭᛩߪ႐วߩ⾗᳃㑆ᛩޔߒ߆ߒޕࠆߔ
 ޕࠆߔዋᷫߪ⾗ᛩߩߢਇᴫዪ㕙ޔߒჇടߪ⾗ᛩߩߢᅢᴫዪ㕙ޔࠅ
 2 2001－1��5ޔࠅߢᛛⴚ進ᱠߪᚑ㐳ⷐ࿃ߩ⋠⇟ 年ߩᚑ㐳ነਈ₸ߪ �0ޕࠆߢ�22.1 年
ઍᓟඨߪ 20㧑એ�4－1��0ޔ߇ࠆߢ 年ߩ㑆ߪᛛⴚ進ᱠࠆࠃߦᚑ㐳ነਈ₸ࠅߥ߆ߪૐޔߊ
3.4㧑ࠆߢ 1��5ޕ(22 年ࠄ߆ᛛⴚ進ᱠߩᚑ㐳ነਈ₸ߪ 30㧑ࠍߩߎޕߚ߃ᢙ୯ߪߩవ進
࿖ߣᲧޔߴ㜞ߣᕁ߽߆ࠆࠇࠊ⍮ޔ߇ߥࠄ㜞ᐲᚑ㐳ᦼߩ日ᧄ経済ߣᲧ߫ࠇߴߡߒ㜞
�5－1�51ޔ႐วߩ日ᧄޔߦߺߥߜޕߥ߃ߪߣ 年ᛛⴚ進ᱠ₸ߪ 42㧑�7－�1�5ޔ 年 55㧑ޔ
1��7－73 年 50.4㧑7－1�74ޔ� 年 7�.�㧑�4－1��0ޔ 年 74.�㧑ࠆߢ  ޕ(23
 3 ߪ₸㧔ነਈࠆߢഭജߪᚑ㐳ⷐ࿃ߥ߈大ߦ⋠⇟ 1�㧑㧕ޕᛛⴚ進ᱠޔ⾗ᧄߣᲧߣࠆߴ৻
⇟ૐ13ޕ ంੱญࠍᛴࠆ߃⊒ዷㅜ࿖ߩਛ࿖ߪᡷ㕟㐿╷ࠍታᣉߢ߹ࠇߎޔߒ㜞ᐲᚑ㐳
߇ഭ⠪ߩోޔ߃ߪߣߛን⼾ߦ⊛ኻ⋦ߪഭജޕߒỗ߇Ꮕߩን⽺ޔߩߩ߽ߚߍㆀࠍ
ฃߚߌᢎ⢒᳓Ḱߪૐޕታ㓙ਛ࿖ߩഭ⠪ޔߜ߁ߩ⥄ಽߩฬ೨߽߃ߐᦠߥߌᢥ⋤ࠆ߇
㧔2000 年ోഭ⠪ޔߜ߁ߩᢥ⋤₸ߪ ഭోߩഭ⠪ߚߌฃࠍ㜞╬ᢎ⢒ޕ(㧕24ࠆߢ�72.�
⠪ߦኻࠆߔᲧ₸ߪవ進࿖ߣᲧߦ߆ࠆߪߣࠆߴૐ ᛛⴚ᳓Ḱޔ経済ᚑ㐳ߥ⊛⛯ᜬߩᓟޕ(25
ੱޟߤߥ✵⸡߿ᢎ⢒ߩഭ⠪ޔߊߥߢߌߛࠢ࠶࠻ᧄࠬ⾗⊛‛ߤߥᯏ᪾⸳ߪߦߚߩะߩ
⊛⾗ᧄߩޠ⫾Ⓧߦ㗬ޕࠆߢ߈ߴࠆ 
 4 ⋤ᄖ࿖ߦਥߪߩ߁ߣᄖ࿖⾗ᧄߢᧄⓂޕࠆߢᄖ࿖⾗ᧄߪߩߚߞߥߣᚑ㐳ⷐ࿃ߩ⋠⇟
ធᛩ⾗㧔(&+㧕ޔ߇ࠆߢ経済ᚑ㐳߳ߩነਈ₸߆ߕࠊߪ 3.4㧑2�)ߦ߆⏕ޕࠆߢᡷ㕟㐿
એ᧪ޔᄖ࿖⾗ᧄ߇ᵩ᳓ߦ߁ࠃߩߒነޔࠅ߅ߡ߈ߡߖ৻ㇱߪߢᬺ↥ߩᄖ⾗ડᬺ߇ࠕࠚࠪߩ
1��7ޕ㜞ࠅߥ߆ 年ߩ⋥ធᛩ⾗ߩฃ㗵ޔߪਛ࿖߇ 442 ంߦࠞࡔࠕߢ࡞࠼ᰴߢ⇇第
2 ࠆߡߞߥߣ ࠅߥ߆ߪ₸ነਈߩ経済ᚑ㐳߳ߩਛ࿖ߪߢಽᨆ⚿ᨐߩᧄ論ಽޔߒ߆ߒޕ(27
ૐߪࠇߘޕࠆߡߞߥߊએਅߩේ࿃ߣࠆߢ⠨ޔߪߟ৻ޕࠆࠇࠄ߃ᄖ࿖⋥ធᛩ⾗߇✚ᛩ⾗
㗵ߦභഀࠆว߇⛘ኻ⊛ߦዋޔߪߟ৻߁߽ޕߥᧄ論ᢥߩߢ⸘᷹⚿ᨐߛߚߪᄖ࿖⋥ធᛩ⾗
経ޔᛛⴚޔߕࠄ߹ߤߣߦᧄ⾗ߪലᨐߩᄖ⾗ዉޔߒ߆ߒޕࠆߢ₸ነਈߩߌߛᧄㇱಽ⾗ߩ
༡⒖ߩ࠙ࡂ࠙ࡁォࠅࠃ߇ߤߥ㊀ⷐߥᗧࠍᜬޔࠅ߹ߟޕߟᄖ࿖⋥ធᛩ⾗ߔࠄߚ߽߇⋥ធ
㑆ធ⊛ߥ経済ᚑ㐳߳ߩᓇ㗀ߪߩࠆ᷹ߡߴߔࠍኈᤃޔ߇ߥߪߢᧄ論ᢥߚߒ᷹⸘ߢ⚿ᨐࠅࠃ
 ޕࠆ߃ߣࠆߢ㊀ⷐߪᓎഀߩ⾗ᄖ࿖⋥ធᛩޔࠅߢߕߪ߈大ߪ
 

 ߦࠅࠊ⚳
  
 ᡷ㕟㐿એ㒠ޔਛ࿖経済߇年ᐔဋ 10㧑ㄭᚑ㐳₸ߢᚑ㐳ߥ߹ߑ߹ߐߪߩߚ߈ߢⷐ࿃ߣ⢛
᥊ޔߕ߹ޕߚߞ߇ᦨೋߦᜰ៰ޔߪߣߎߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ㈓ዊᐔ߇ขߚߞ㐿⊒ᚢ⇛߇
ലߢ߹ࠇߘޕࠆߢߣߎߚߞߛᲫᴛ᧲ᤨઍߦขߚ߈ߡࠇࠄ㊀Ꮏᬺఝవ╷ୃߪᱜޔࠇߐᶖ

                                                        
21) ਛ࿖࿖ኅ⛔⸘ዪ㧘ޡਛ࿖⛔⸘年㐓ޢ㧘ਛ࿖⛔⸘ ␠㧘2002 年ޕ 
 ޕߚߞ߇㕖経済⊛ⷐ࿃ᤨ৻ޔߤߥᄤ㐷ઙߪᦼ㑆ߩߎ (22
23) 日ᧄㅢ↥⋭ ޡ経済⊕ᦠޢ㧘1��5 年ޕ 
24) 㒸ᷡ⪇ᮗℭᣇᐽ ޟ&enison ⷐ࿃ಽᨆᴺਛ࿖経済Ⴧ㐳ޡ ,ޠർ京Ꮷ▸大学学ႎޢ㧔⥄ὼ⑼学

 㧕ർ京Ꮷ▸大学 ␠ 2002 年第 3� Ꮞ第 4 ภ 4��  ޕࠫࡍ
25) ᵈ 24 2000ޕߓหߣ 年㜞╬ᢎ⢒ࠍฃߚߌഭ⠪ోߩഭ⠪ߦኻࠆߔᲧ₸ߪ ߢߎߎޔߚ߹ޕࠆߢ��.3

㜞╬ᢎ⢒ߪߩ߁ߣ大තએࠍᜰޕߔ 
2�) ₺ᔒ㢈ߩ⎇ⓥ⚿ᨐޔ߫ࠇࠃߦᄖ࿖⾗ᧄࠆࠃߦነਈ₸ߪ 5㧑ޕࠆߢ₺ᔒ㢈 ޟᄖ⋥ធᛩ⾗ኻਛ࿖経済

Ⴧ㐳⊛⽸₂⹏ଔޠ, ᷡ⪇大学ਛ࿖経済⎇ⓥ2001 ࠲ࡦ 年㧘7  ޕࠫࡍ
27) 9orlF $anM, 9orlF &evelopment 4eport 1����2000,0eY ;orM,pp.270-271. 
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第߿↥↢⽷⾌ 3 ᰴ↥ᬺ߽⋥ޔߪߣߎߚ߈ߡࠇߐਛ࿖߇ᱜᏱߥ⊒ዷߦࡦ࠲ࡄᚯߟߟࠅ
ޠ⋊ߩᓟ⊒ᕈޟߡߒߣᓟ⊒࿖ޔߪߣߎߚߒዷ㐿ߦ⊛Ⓧᭂࠍኻᄖ㐿ޕࠆߡߒ␜ࠍߣߎࠆ
ߐჇ大ࠍኻᄖௌോޔߪ⾗ធᛩ⋤ߩࠄ߆ᶏᄖޔߒߚߞߢㆬᛯߥᔅⷐਇนᰳߦߩࠆߔ੨ฃࠍ
ࠍ⾗ធᛩ⋤ߦࠄߐ߇ࠇߘޕߚߞߢᣇᴺߥㆡಾߢࠆߔଦ進ࠍᛛⴚዉߣ⾗࿖ౝᛩߦߕߖ
߮ㄟޔ߁ߣ経済ߩᅢᓴⅣ᭴ㅧࠍࠅޕࠆߢߩߚߒ 

ᧄⓂߡ↪ࠍ࡞࠺ࡕࡦࡢࠬࡠ࠰ޔߪߢ 1��5㨪2001 年ࠆߌ߅ߦਛ࿖経済ߦㆡ↪ޔߒ
ਛ࿖経済ᚑ㐳ߩⷐ࿃ಽᨆࠍዷ㐿ߩߢ߹ࠇߎޕߚ߈ߡߒಽᨆߢᓧߚࠇࠄਥⷐߥ⚿論ߪᰴࠃߩ
 ޕࠆ߈ߢᢛℂߦ߁
㧝ޔ ⾗ᧄಽ㈩₸㧔ǩ㧕ߪ⋧ኻ⊛ߦ㜞ޔߊഭಽ㈩₸㧔Ǫ㧕ߪ⋧ኻ⊛ߦૐޕਛ࿖ߪ 13 ం

ੱญࠍᛴࠆ߃大࿖ޔࠅߢഭ߇⋧ኻ⊛ޔߢ߆⼾ߦ⾗ᧄ߇ਲ߇ߩߒ⾗ᧄߩ㒢⇇↢↥
ᒢജᕈ߇㜞ߚߞߥߊේ࿃ޔߚ߹ޕ߁ࠈߢߟ৻ߩਛ࿖ߩഭ⠪ߩᢎ⢒᳓Ḱ߽ૐޔߊ⾓
㊄ࠅߥ߆߇ૐ߇ߣߎේ࿃ޕࠆߢ 

㧞ޔ ਛ࿖経済ߪಽᨆᦼ㑆ࠍㅢޔߡߓⷙᮨߦ㑐ߪߡߒ߶߷ⓠਇᄌ߇ߣߎࠆߢ⸽ޕߚࠇߐ 
㧟ޔ ಽᨆᦼ㑆ߩਛ࿖ߩ経済ᚑ㐳ޔߪ↢↥ⷐ⚛ߩነਈ₸ߣࠆߺࠄ߆࿖ౝ⾗ᧄࠆࠃߦነਈ₸߇

৻⇟㜞ޕಽᨆ⚿ᨐࠄ߆ਛ࿖ߩ㜞ᐲᚑ㐳ߩ 50㧑એߪ࿖ౝ⾗ᧄᛩࠅࠃᡰߎߚࠇࠄ߃
 ޕߚࠇߐ⸽߇ߣ

㧠ޔ ᡷ㕟㐿એ㒠ޔᛛⴚ進ᱠࠆࠃߦ経済ᚑ㐳߳ߩነਈ₸ߪ㜞ޕࠆߟߟࠅߥߊ 
㧡ޔ ᄖ࿖⾗ᧄࠅࠃߦ経済ᚑ㐳߳ߩነਈ₸߇ 3.4㧑ޔߢ৻⇟ૐޔߒ߆ߒޕᧄⓂߚ↪ߢಽ

ᨆߪߢ࡞࠺ࡕᄖ࿖⾗ᧄߩߢߌߛነਈ₸ޔࠅߢᄖ࿖⾗ᧄߩᄖㇱലᨐ㧔߫߃ᛛⴚ⒖ォ
 ޕߥߡࠇ߹ߪᓇ㗀ߩਛ࿖経済ᚑ㐳߳ߩ㧕ߤߥ

ᄖ࿖⾗ᧄ߇ਛ࿖経済ᚑ㐳߳߷ߔᓇ㗀ࠍᆎޔ↥ᬺ᭴ㅧߩᄌ化ߣ経済ᚑ㐳ߩߣ㑐ଥޔ⾗
ᧄࠬߩࠢ࠶࠻⸘▚ᣇᴺߪߤߥᓟߩ⺖㗴ޕߚߒߣ 
 
 

ෳ⠨ᢥ₂ 
 
㧨日ᧄ⺆㧪 
ጤ↰⸶ޡޔ?���1=ޔ⾗ᧄ集⚂ᐲߣ⊒ዷ╷ޔޢᢥℂ㑑ޕ 
ⴹၴァ⒖ޟޔ?2002=ޔⴕ経済ࠆߌ߅ߦ⾗Ḯౣ㈩ಽലᨐߣ経済ᚑ㐳ࠕࠫࠕޡޔޠ経済ࠕࠫࠕޔޢ経済

⎇ⓥᚲޔ第 43 Ꮞ第㧝ภޔPP㧚2-24ޕ 
大Ꮉ৻มઁޡޔ?���1=ޔ⾗ᧄࠬޔޢࠢ࠶࠻᧲ᵗ経済ᣂႎ␠ޕ 
ട⮮ᒄਯ㒸శノޡޔ?2002=ޔਛ࿖ޔޢഹ⨲ᦠᚱޕ 
Ꮉ⇌ᐽᴦޡޔ?2001=ޔᎿᬺ⊒ዷޔޢഹ⨲ᦠᚱޕ 
ಿደᱞᤘ✬ޡޔ?1��5=ޔ⸘㊂経済ಽᨆߩၮ␆ߣᔕ↪ޔޢ᧲ᵗ経済ᣂႎ␠ޕ 
㖧⋧ޡޔ?1��5=ޔ㖧࿖ߩ経済ᚑ㐳ߣᎿᬺ化ಽᨆޢ㧘ഹ⨲ᦠᚱޕ 
↳ኑኈޟޔ?2002=ޔᄖ࿖⋥ធᛩ⾗߇࿖ౝ⾗ᧄ⫾Ⓧߣ経済ᚑ㐳ߦਈࠆ߃ᓇ㗀ࠕࠫࠕޡޔޠ経済ࠕޔޢ

第ޔ経済⎇ⓥᚲࠕࠫ 43 Ꮞ第 � ภޔPP㧚15-31ޕ 
㠽ዬᵏᒾ⸶ޡޔ?1��4=ޔ経済⊒ዷℂ論 ̆ታ⸽⎇ⓥ̆ޔޢᘮᔕㅢାޕ 
ਛፉ㓉ାศጟቢᴦ✬ޡޔ?1��7=ޔታ⸽経済ಽᨆߩၮ␆ޔޢᘮᔕ⟵Ⴖ大学 会ޕ 
ਛᵤᰴ✬ޡޔ?���1=ޔਛ࿖経済⊒ዷ論ޔޢ㑑ޕ 
ਛ⼱෩ޡޔ?2000=ޔ㐷ࡠࠢࡑ経済学ޢ㧔第 4  㧕ޔ日ᧄ⹏論␠ޕ 
ਛ㓉⧷ޡޔ?���1=ޔ日ᧄ経済̆ߩߘᚑ㐳ߣ᭴ㅧޢ㧔第㧟 㧕ޔ᧲京大学 会ޕ 
⊕⍾ႇᵤ⡍✬ޡޔ?���1=ޔ㗴ߢ学߱㧘ೋᱠߩࠄ߆⸘㊂経済学ޔޢ日ᧄ⹏論␠ޕ 
ᄦ✬ޡޔ?���1=ޔ⸘㊂経済学ޔޢ᧲ᵗ経済ᣂႎ␠ޕ 
↰⽵ᄦޡޔ?1�75=ޔ経済ᚑ㐳ߣ⾗ᧄߩℂ論ޔޢ᧲ᵗ経済ᣂႎ␠ޕ 
&.K㧚ޡޔ?2002=ޔ࡞ࠢࠗࡑ.6.4ࠜࡈᚑ㐳ߣಽ㈩ޔޢ日ᧄ経済⹏論␠ޕ 
).5.MaFFala ⪺ ว⡸⸶ޡޔ?���1=ޔ⸘㊂経済ಽᨆߩᣇᴺࡇࠛࠪޔޢ ޕ 
 
㧨ਛ࿖⺆㧪 
㒸ᓢᶏῆޟޔਛ࿖࿖᳃経済Ⴧ㐳ⷐ࿃ታ⸽ಽᨆޡޔޠ㒩経⾏学㒮学ႎޔޢ第 14 Ꮞ第 � ᦼޕ 
㒸ᶉධ㒸᥊ᾆޟޔ?2002=ޔᄖ⋥ធᛩ⾗ኻਛ࿖経済Ⴧ㐳ᓇ㗀⊛経㛎⎇ⓥޡޔޠ⇇経済ޢ第 �

ภޕ  
㒸ᷡ⪇ᮗℭᣇᐽޟޔ?2002=ޔ&enison ⷐ࿃ಽᨆᴺਛ࿖経済Ⴧ㐳ޡޔޠർ京Ꮷ▸大学学ႎޢ

㧔⥄ὼ⑼学 㧕ޔ第 3� Ꮞ第 4 ᦼޕ 
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ㇳస⩓ޡޔ?1��3=ޔਛ࿖ޔᡷ㕟ਛ経済Ⴧ㐳ਈ᭴ㅧᄌേޔޢᶏਃ⡥ᦠᐫޕ 
⾐⩵ᾆޟޔ?1��2=ޔᚒ࿖⊛⾗↥ផ⸘ޡޔޠᢙ㊂経済ᛛⴚ経済⎇ⓥޢ第 � ภޕ 
⢫ਫᱞ㑠ⴖޟޔ?���1=ޔਛ࿖経済Ⴧ㐳Ꮕ⇣⊛ᐲ⸃ᨆޡޔޠ経済ℂ論ߣ経済▤ℂޢ第 1 ภޕ 
᧘京ᢥ㈕ᢘޟޔ?1��2=ޔਛ࿖経済Ⴧ㐳ಽᨆޡޔޠਛ࿖␠会⑼学ޢ第 1 ภޕ 
᧘ℭ⃜ޟޔ?2000=ޔኻᚒ࿖経済Ⴧ㐳⊛ታ⸽ಽᨆޡޔޠᶏ⛔⸘ޢ第 12 ภޕ 
 ᤘޟޔ?2000=ޔ࿖ኅ経済ᜬ⛯Ⴧ㐳ਥⷐⷐ࿃ಽᨆޡޔޠ⇇経済ޢ第 7 ภޕ 
ᭈ  ㆙ޟޔ?���1=ޔਛ࿖経済Ⴧ㐳ਈᛩ⾗ޡޔޠᵽᳯ⽷経学㒮学ႎޢ第 1 ภޕ 
ᤐ㔰ޟޔ?2002=ޔᛩ⾗ޔᶖ⾌ਈ経済Ⴧ㐳ޡޔޠ学⠌ߣត⚝ޢ第 � ภޕ 
⚈ᢥ⧷ޟޔ?���1=ޔ経済Ⴧ㐳ⷐ⚛⽸₂₸ታ⸽ಽᨆޡޔޠ経済⎇ⓥޢ第 5 ภޕ 
₺ᔒ㢈ޟޔ?2001=ޔᄖ⋥ធᛩ⾗ኻਛ࿖経済Ⴧ㐳⊛⽸₂⹏ଔޔᷡޠ ⪇大学ਛ࿖経済⎇ⓥޕ࠲ࡦ 
 ㌵ޟޔ?2002=ޔᡷ㕟㐿એ᧪ޔਛ࿖経済Ⴧ㐳ⷐ࿃ታ⸽ಽᨆޡޔޠᳯ⯃⛔⸘ᔕ↪⎇ⓥޢ第 �

ภޕ 
ᧇㆇᴺޔ₸↥↢ޟޔ?1��7=ޔᛩ⾗経済Ⴧ㐳ਯ㑆⊛㐳ᦼ㑐ଥޡޔޠᢙ㊂経済ᛛⴚ経済⎇ⓥޢ第 �

ภޕ 
�

㧨⧷ᢥ㧪 
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U-Martザラ場実験による知見 (要旨)

-板あわせ方法の違いによる取引戦略の進化-

谷口和久 (近畿大学経済学部)

矢和田高大 (徳島大学大学院工学研究科知能情報工学専攻)

2007年 1月

U-Martシステムは従来からの板よせ方式の取引に加えて、ザラ場方式による取引が可能になっ
ている。筆者は、これまで板よせ方式によるU-Mart実験を行ってきたが、2006年度にはこの新
しくリリースされたザラ場方式による取引と、従来からの板よせ方式と両方の実験を行った1。本
報告の目的は、それらの板よせとザラ場の実験結果を比較分析し、両市場の特性の違いやトレー
ダーの戦略の変化を示すことにある。
板よせ方式とザラ場方式は、価格の決まり方が異なる。すなわち、板よせでは価格が優先され、

ザラ場では時間も約定に影響を与える。どちらか一方の市場がすべての点において優れていると
いうものではない。現実の一日の取引でも、前場と後場の寄り付きでは板よせであるが、大量の
注文が殺到する特殊な大引けの場合を除く日中の取引はザラ場である。それぞれの特性を活かし
た取引がなされている。
教育ツールとしても、U-Martシステムにおける 2種類の取引の違いは、それぞれの特性を活

かした利用を可能にする。例えば、板あわせのメカニズムの理解や先物市場の全体像をつかむに
は、板よせの方が良いであろう。よって、導入時には板よせの利用が薦められる。他方、ザラ場
は、時間優先なので高度なテクニックが使える。板情報を有効に活用することで、トレーダー自
身で、取引の意図を取引結果により容易に反映させることができる。よって、運まかせの面が少
なくなり、注文の出し方の上手下手が結果に直接あらわれる。板よせは板間隔にもよるが、熟達
すると退屈な面がある。ザラ場では常に実験全体を通して緊張感がみなぎる。戦略の優劣が明瞭
に現われて、取引の面白みは断然にザラ場の方が大きい。
さて、実験の結果であるが、ザラ場において約定率が大幅に上昇するなど、取引全体に明瞭な

違いが見られた。また、トレーダーの取引戦略にも大きな違いが見られた。従来の板よせ方式で
は、ポジション管理を確実に行い、現物と先物の指標の違いを活かして利益を上げるという、常
識的で堅実な戦術が強く上位にランクされた。だが、ザラ場になって、意図的にポジションを偏
らせつつ、取引枚数を大きくするために、相場より高い価格で買い相場より安い価格で売っても、
なおかつ巨利を得る戦略が出現した。巷でいわれるような相場師的な取引も意図的に実践できる
ようになった。
参加エージェントは筆者の所属する近畿大学のゼミ学生 (ヒューマン・エージェント)9名とマ

シン・エージェント 19個体である。マシン・エージェントは標準セット 19個体である。このマ
シンの詳細な戦略は、塩沢他 [1]の付録 Cを参照されたい。マシンを除いたヒューマンだけの実
験も予備実験の段階で行ったが、9名の参加者では、板が薄くなって取引の面白みに欠けた。よっ
て、板の厚みを保証するために今回の一連の実験では参加させた。実験は、年間を通して予備実

1板よせ方式の実験に関しては、塩沢他 [1]. 第 4章参照。

1



験を含めて 11回行った。教育実習や病気などの事情で欠席することもあるので、ある程度システ
ムの使い方に習熟し、全員揃って行った実験は合計 6回であった。

(以上)

参考文献
[1] 塩沢由典, 中島義裕, 松井啓之, 小山友介, 谷口和久, 橋本文彦. 『人工市場で学ぶマーケット
メカニズム‐U-Mart経済学編‐』. 共立出版, 2006.
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制度設計ツールとしての人工市場
～ザラバ/マーケットメーク版U-Martシステムの提案～

小野　功 　東工大 isao@dis.titech.ac.jp 中島　義裕 　大阪市立大 yoshi@econ.osaka-cu.ac.jp
矢和田　高大 　徳島大 yawata@is.tokushima-u.ac.jp 森　直樹 　大阪府立大mori@cs.osakafu-u.ac.jp
秋元　圭人 　大阪府立大 akimoto@ss.cs.osakafu-u.ac.jp 佐藤　浩 　防衛大学校 hsato@nda.ac.jp
松井　啓之 　京都大 hmatsui@econ.kyoto-u.ac.jp 喜多　一 　京都大 kita@media.kyoto-u.ac.jp

Abstract: U-Martプロジェクトでは,これまで板寄せ版 U-Martシステムを開発し,研究や教育の場で利用するために
提供してきた.しかし,本格的な市場制度や取引アルゴリズムの研究を行うために改変する必要に気がついた.実務的な制
度の有効性や,現実の市場で利用するための取引アルゴリズムの性能を評価し,設計することを目的とした人工市場への
要請について考察した.考察の結果忠実性, 透過性, 再現性, 追跡性の 4つを提案した.この 4つの要請を満たす人工市場
として,ザラバ版及びマーケットメーク版 U-Martシステムを提案した.実際に,更新値幅の変更が価格変動に影響を与え
ることが確認できた.
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1 はじめに
この論文の目的は現実の市場で運用されている様々な

制度の有効性や取引アルゴリズムの性能を評価し,より良
いものを設計する為,(1)分析に用いる人工市場が備える
べき条件を提案し,(2)その条件を満たす人工市場の一つ
を提示する事にある.本研究では,その実例として人工先
物市場,ザラバ版及びマーケットメーク版U-Martシステ
ムを開発し,更新値幅を変化させることによって価格変動
が変わることを示す.

Schelling 1, 2) が,自分がその地域で明らかな少数派に
なると居心地が悪いと感じるという穏やかな偏見によっ
てさえ,人種による分居が起こりうることを示して以来,
社会現象を解明するためにエージェントベースモデリン
グ (ABM)による研究が,数多くなされてきた.ABMでは,
モデルは数式ではなくプログラムによってあらわされ,そ
のモデルは解析ではなくコンピュータによる演算 (シミュ
レーション)によって分析される.それゆえ,解析的なアプ
ローチに比べて分析できるモデルの自由度は飛躍的に大
きくなった.特に,コンピュータが高速化し安価になった
ことで,個人が全体を理解するのは不可能なほど大きなモ
デルであっても容易に分析できるようになっている.実際
物理現象では,地球規模の気象環境までもがコンピュータ
シミュレーションによって分析されている 3) .しかしな
がら,社会科学の分野では,我々はこの大きな自由度に対
し,これまで抑制的な態度で接してきた.例えば,繰り返し
囚人のジレンマゲームにおける応報戦略の研究で有名な
Axcelrod 4) は,KISS原理 (Keep it simple, stupid)の重
要性を繰り返し唱えている.
近年,証券市場間の国際的な競争が激しくなり,買収や

合併を繰り返しながら再編が進んでいる.そうした中で,
証券市場の制度への関心が高まっている.我々は,証券市

場を含む社会制度の設計にエージェントベースモデリン
グを利用する試みを続けてきた.U-Martプロジェクト 13)

では,市場制度や取引アルゴリズムの評価や設計を目的に
人工先物市場を作成してきた.ここで我々が着目してきた
のは,更新値幅のような現実の市場で実施される実務的な
制度である.注文があまり集まらない薄い市場で取引を成
立させるためのマーケットメーカアルゴリズムの研究も
行ってきた 7) .我々は,このような制度が組み込める程度
に複雑であり,その制度や取引アルゴリズムの有効性を評
価し,制度パラメータの最適値を推定できる程度に尤もら
しい市場が必要であると考えてきた.
市場制度の研究は,これまでマーケットマイクロストラ
クチャの分野で行われてきた.この分野の嚆矢であり,か
つ現在でもこの分野を代表するのはKyleによるマーケッ
トメーカの研究である 8) .この研究では,市場に参加する
トレーダーを情報トレーダーとノイズトレーダーに分け
た上で,マーケットメーカが参加した場合の価格形成や流
動性について論じている.大村らは Kyleのモデルによっ
て定義された流動性を元に,様々な市場における株価と売
買高の関係についての実証分析を行った 9) .大村らは,信
用取引の有無や価格帯など市場制度が流動性 (マーケット
インパクト)に与える影響を調べた.その結果,価格帯が異
なることによる呼び値 (価格変動の単位)の違いが,マー
ケットインパクトに影響することを明らかにした.しかし,
この現象についての理論的な分析は行われていない. 呼
び値の違いのような離散的な性格を持つ制度の分析には
ABMが有効である.
一方で,金融市場の価格変動の実証研究や理論研究は枚
挙に暇がない.近年,Tickデータや日中足 (分足)などの高
頻度データの分析が進んでいる.Mantenaらは S&P500の
高頻度データを調べ,価格変動の頻度分布が± 6σ以内で



はレヴィ分布に従う事を明らかにした 10) .このような特
性を持つ時系列は,分散不均一を仮定した確率過程 11) に
よって近似できる事が示されている.また,高安らはトレ
ンド追随型エージェントが存在する市場で,この種の価格
変動が発生することを明らかにした 12) .これらの研究で
は,株価や為替変動の一般的な性質に着目し,個々の市場
制度の違いには言及していない.
更新値幅や歩み値のような市場制度が現実の価格変動
に与える影響については,これまであまり着目されてこな
かった.特に,この分野の研究は実証分析に偏っていた.そ
れは,このような制度を分析するために必要なモデルが与
えられてこなかったからであると考えられる.本研究では,
このような制度の影響を調べるために必要なモデルが備
えるべき条件を提案し,その一つの解決例として,新しい
市場モデル (人工市場)を与える.これは,現実の市場制度
の設計や評価を与える研究を行う際に必須のツールであ
るだけでなく,時系列分析のように,これまで比較的理論
的に分析されてきた分野でも,新しい側面からの光を与え
るものとなる.
我々が参加してきたU-Martプロジェクトでは,1999年
より現実世界へ直接応用可能な制度設計を行うための人
工市場を作成し運用する活動を行ってきた.U-Martプロ
ジェクトでは,外からの情報無しに,ただシステム内部の揺
らぎだけで動く市場は分析に値しないと考えた.何らかの
ファンダメンタル情報に基づいて動き,その結果として配
当のように保有している事による利益,すなわちなんらか
のインカムゲインが得られるという市場が必要であった.
そこで,現物価格を擬似的にファンダメンタル情報と考え,
取引後精算を擬似的なインカムゲインと見なせる先物市
場の人工市場を作成した.また,当初から人間 (ヒューマン
エージェント)と取引アルゴリズム (マシンエージェント)
が混在する実験ができることを目標に置いていた.2000年
に最初のバージョンがリリースされて以来,公開実験や大
学教育の教材としての利用を通じてシステムの改良と各
種ツールの拡充が進められた.2002年から,それまでに得
られたノウハウを集大成し,フルスクラッチでプログラム
を再開発した.この U-Martシステム version 2.0は,ネッ
トワーク実験とスタンドアローン環境での実験,ヒューマ
ンエージェントを含めた実時間実験と,マシンエージェン
トによる加速実験がシームレスに行える,完成度の高いシ
ステムであった 13) .
しかしながら,U-Martシステムは,ヒューマンエージェ
ントの使いやすさや理解のしやすさ,小規模実験での値段
の付きやすさ (流動性確保のしやすさ)などの理由で,節
取引を採用した.節取引とは,決まった時間に需給が一致
した価格で,一度に取引を成立させる板寄せのみが行われ
る市場である1.他にも,理論的な整合性や利用のしやすさ

1今後, 本論文では節取引をおこなう, これまでの U-Mart システム

を優先させた独自の制度を採用していた.完成度が高く,
教育の場などでは多くの使用例があったが,節取引を行う
先物市場は,東京穀物先物市場のコーン先物やコーヒー先
物など,ごく一部に限られていたこと,制限値幅などの実
務的な制度が組み込まれていなかった事などから,あまり
本格的な制度設計の研究には利用されてこなかった.その
中で小林と橋本は,U-Martシステムにサーキットブレー
カー機能を組み込み,停止時間が市場に与える影響などを
調べた 15) .
これらの経験から,実務的な制度を評価し,その影響を
調べるためには,現実の市場を正確に再現したシステムが
必要であると認識した.現実性や具体性を高めるため,日
本で最も良く研究されている東京証券取引所 (東証)第一
部と株式市場で唯一マーケットメーカを取り入れている
JASDAQのマーケットメーク銘柄 (MM銘柄)にターゲッ
トを絞った.

2章では,我々がターゲットとしている制度の一つとし
て更新値幅の問題をとりあげ,こうした実務的な制度が与
える影響について考察する.その上で,これらの実務的制
度を調べる為に必要なモデルが持つべき要件を提案する.
その要件とは,忠実性,透過性,再現性,追跡性である.後者
の 2つは,これまでにもコンピュータシミュレーションに
よる研究を行う際に要請されてきた条件である.前者 2つ
の要件は,KISS原理と抵触する可能性があるため,社会シ
ミュレーション研究としてのABMでは,ほとんど指摘さ
れてこなかった.3章では,その一つの解決として人工市場
を提案する.東証のザラバと JASDAQのマーケットメー
ク市場の制度を,ルールブック 25, 27) に従って出来る限
り再現した.4章では,更新値幅の違いによる価格変動への
影響を調べ,ザラバ市場の動作テストと本論文で提案した
モデルが実務的制度の評価に有効である事を示す.

2 制度設計ツールとしての人工市場
2.1 制度が果たす影響
ザラバ市場での取引の仕方や値段の付け方について考
えてみよう.ザラバ市場では,一般に成行優先,価格優先,
時間優先の順番に注文を付き合わせていく.例えば,最新
の価格が 640円で,640円に 4000枚の買い注文と 616円
に 7000枚の買い注文が出ているとする.ここで 10000株
の売り注文が成行きで入ったとしよう.即座に注文を付け
合せると,640円で 4000株,616円で 6000株と約定する事
になる.このとき 640円だった株価が,一瞬にして 616円
まで下落してしまう.ほぼ同時のタイミングで 1000株の
成行き注文を出した人がいたとしよう.その注文は先の注
文の直前に出されたならば 640円で,直後に出されたなら

を板寄せ版U-Martシステムと呼ぶ.本研究では,この板寄せ版U-Mart
システムを拡張したザラバ及びマーケットメーク版 U-Mart を提案す
る.



ば 616円で約定する事になる.このように,価格の不連続
性を認めてしまい,既に板に載っている注文と,現在出て
きた注文を機械的に付け合わせると注文を出すタイミン
グの影響が必要以上に大きくなってしまう.価格優先,時
間優先という基本ルールに加えて,このような価格の乱高
下を抑え,その連続性を維持するための制度がいくつか存
在する.その 1つとして東証が採用している取引ルールが
「気配の更新値幅」である.更新値幅とは,１つの注文で変
動できる価格の幅のことである.東証では 600円台の株式
における更新値幅は 10円と決められている.
最新の価格が 640円で 1000株の成行買い注文が出てき
たとしよう.もし,最も安い売り注文が 645円に出ている
たとすると,即座に約定する.しかし最安値の売り注文が
670円だった場合,この注文は更新値幅を超えているため
650円で特別気配が点灯し 5分間,この値段以下の売り注
文が出てこないか待つ必要がある.5分間待っても出てこ
なかった場合,更に気配値を上げ 660円以下の売り注文が
出るかどうか 5分間待たなければならない.つまり,この
ケースでは購入できるまでに 10分間待たなければならな
いのである.
もう少し極端な場合を考えてみよう. 売り注文が 600

円,609円,618円のように 9円毎に入っている場合,買い注
文が入るたびに取引が成立し,価格が次々に上昇して行く.
しかし,611円,622円,633円と 11円毎に売り注文が入っ
ていた場合,買い注文が入るたびに特別気配が点灯し,5分
間待たなければならない.このような仮想的な状況を考え
ると,指値注文の幅が狭い方が早く,かつ大きく値段が動
き,指値注文の幅が大きい方が,ゆっくりと値段が下がる
という不思議な現象が発生する.
急騰急落のスピードは, このように更新値幅と特別気

配の点灯時間によってコントロールされているのである.
しかしながら, このような制度は充分に検討されて導入
されているとは言い難い.表 2.1は,500円から 10万円台
の価格における更新値幅の表である.例えば,2000円以上
3000円未満の価格帯における更新値幅は 40円である.一
方で,20000円以上 30000円未満の価格帯における更新値
幅は 300円となっている.株式の分割などにより価格が 10
分の 1になった場合,まったく同じ会社の株式が,前日ま
で更新値幅が 1%程度だったのに対し,その日から 1.2%に
なるという事も考えられるのである.2こうした制度を,よ
り細かくチューニングすることによって,暴騰暴落を防ぐ
のに最適な更新値幅を選択する事ができる.
また,これまで研究されることのなかった,こうした細

かい制度が株価変動へ大きな影響を与えている事も考え
られる.これまで Tickデータや 5分足などの日中足デー
タに注目が集まっている.このような高頻度データの研究
が進められていく中で,ボラティリティーの頻度分布の裾

2表 2.1 を見ればあきらかだが, 価格比はバラバラである

価格帯 更新値幅
500 円未満 上下 5 円

1,000 円未満 10 円
1,500 円未満 20 円
2,000 円未満 30 円
3,000 円未満 40 円
5,000 円未満 50 円
10,000 円未満 100 円
20,000 円未満 200 円
30,000 円未満 300 円
50,000 円未満 400 円
70,000 円未満 500 円
100,000 円未満 1,000 円

Table 1 東証の更新値幅制限の表.500円から 10万円ま
でを抜き出した

野が厚いことや,ボラティリティークラスタリングと呼ば
れる現象が見られることなど,様々な発見があった.しか
しながら,株価の最大急騰急落速度が制度的に決められて
いるという視点は抜け落ちている.もしかすると,我々が
これまで得てきた知見に対して,個々の証券取引所が独自
に決めているような小さな制度や,ルール集などの文書に
掲載されていない取り決め,例えば取引所の処理システム
の仕様のようなものが大きく影響を与えているかもしれ
ない.事実,様々な株価の高頻度データを分析した結果の
中に,どの価格帯のデータを利用したか,その価格帯での
更新値幅がいくらであったのか特記されていることはな
い.株価分析において,この視点がほとんど考慮されてこ
なかったのは明らかである.

2.2 人工市場への要件
証券市場の制度設計として,当面目標とすべきは更新値
幅や値幅制限などの制度パラメータや,マーケットメーカ
などの取引アルゴリズムが市場にどのような影響を与え
るのかを評価し,最適な組み合わせを与えることにある.
更新値幅のような実務的な制度は,有効に働かなければ意
味がない.また,それらの制度パラメータもできる限り最
適な値であることが求められる.しかしながら,1000円か
ら 1500円の時の更新値幅は 20円よりも 18円の方が良
いか否かについて,我々は判断する手段を持ってこなかっ
た.これまで,このような制度の有効性を詳細に検討する
方法はなく,関係者の (おそらく経験と勘による)コンセ
ンサスによって決められてきたと考えられる.
東証のように実際に機能している証券市場では,このよ
うな実務的な制度は,誰もが変更の必要性を訴えるような
不具合が生じた時や誰もが納得できる理由がある時以外
は変更できない.中長期的に見れば制度のバリエーション



や,個々の制度パラメータは進化的にチューニングされて
いると言う意見もある.しかし,現実に動いている市場を
使って細かいパラメータチューニングを行うわけにはい
かない.制度変更に伴うコストや混乱を考えると最適な制
度を得ることで得られる利益が事前においても事後にお
いても明示的に示せないような実験的な行為は許される
ものではない.
現実の市場で利用することを目的とした制度の有効性
や,取引アルゴリズムの性能を評価するためには,評価す
るための装置が必要となる. 市場制度について理論的に
アプローチする場合でも,取引アルゴリズムの性能を評価
する場合でも,評価基準や,その前提となる諸仮定は明確
にかつ厳密に定義される.制度や取引アルゴリズムのよう
な評価対象と,それらを評価するための評価基準との間に
は,曖昧なところはない.しかし,それらを現実世界で利用
した場合,すぐに期待通りの結果を出すことは期待できな
い.評価基準で与えられた仮定が,現実世界ではあてはま
らない可能性があるからである.
現実の市場は,制度や取引アルゴリズムの最終的な利用
場所であり,ここで期待通りの性能を満たすことが目標と
なる.しかしながら,現実の市場はベンチマークテストを
行う場所としては相応しくない.先ほど触れたコストの問
題と,一回性 (one time only nature)の問題があるからで
ある.現実の市場では,様々な事が起きる.ある制度が,あ
る期間で,ある程度の効果があったとしても,それがどの
条件が満たされたから得られたのか明確ではない.同様に,
今後,どの条件が満たされている限りその効果が得られる
のかも明確ではない.端的に過去そうだったからと言って
将来もそうであるとは言い切れないのだ.
一方で,厳密な問題提起と厳密な仮定,そして厳密な評
価基準が与えられている場合,得られた結果には曖昧さは
無い.しかし,この厳密さは現実社会から特定の問題を切
り出す際に,無関係であるか考慮する必要が無いと仮定さ
れたことによって得られている.また,現実に観測される
値を用いる事で検証を免れている,多くの隠れた変数が存
在する.本来ならば,評価基準による結果を現実社会に適
用するときには,それらの仮定や変数の効果は全て検証さ
れなければならない.
そこで制度や取引アルゴリズムに対して全てがわかっ
ている厳密なベンチマークと,最終的な目的地でありなが
ら,全ての状況が数え上げられない現実の市場の中間的な
ベンチマークが必要となる.近年,様々な物理シミュレー
ションの技法が進んでいる.ジェットエンジンや建築など
の設計,フライトシミュレータなどの教育,地球シミュレー
タのような予測の分野では,できる限り現実に忠実な状況
を作り込んだモデルが開発されている. 同様に,現実の市
場に近い尤もらしさをもち,制度の効果や取引アルゴリズ
ムの性能を評価するために必要な人工市場があれば,様々

な研究が可能となる.
我々は,このような現実への応用を目的としたモデルが
持つべき正確さを忠実性と呼ぶ事にする.忠実性を満たし
た人工市場は,(1)現実の市場に応用するための様々な仮
想的状況での性能評価と,(2)厳密な仮定の下における厳
密な性能評価との両方が可能なものでなければならない.
前者の為には,現実の市場で起きた事象が再現できる事
が必要である.例えば更新値幅の有効性を評価するために
は,更新値幅が発動したことによって生じる諸現象が忠実
に再現できなければならない.井坂 16) らは 9.11米国同時
多発テロ直後の東証の株価変動を調べ,銘柄による株価変
動の違いには,ファンダメンタルズの違いばかりでなく,
流動性要因や更新値幅を含む制度的要因が反映している
事を明らかにしている.このような現象を取り扱うには,
着目している現象を再現した上ではじめてもし,制度を変
更したらどうなるのかが議論できるのである.また,現実
の市場で採用されている全ての制度を組み込むことがで
きるという点も重要である.更新値幅は,市場の安定化策
の一つであるが価格の連続性の維持の方に重心が置かれ
ている.一方で,サーキットブレーカー (取引の一時停止)
や値幅制限 (ストップ安やストップ高)は,極端な暴落や暴
騰を防ぐための措置である.欧米の証券市場では,同じ目
的のために主にサーキットブレーカー (取引の一時停止)
が採用されているが,日本の証券市場では制限値幅が主に
利用されている.制度比較や制度設計の為には,それらの
制度が忠実に組み込まれている必要がある.
また,忠実性を満たした人工市場は,解析的に分析され
る市場モデルに比べると,はるかに巨大なものになる.そ
のような人工市場は,変数の数も膨大であり,種々の細か
い制度や機構も複雑になる. この全ての変数や制度につ
いて,適切な値を与えるのは不可能である.ここで重要に
なるのは,厳密なモデルにおいては仮定の下で隠されてし
まっている変数を,全て明示的な変数として与えられてい
る事,そして,もし必要ならば,その変数の影響がどのよう
なものであるのか,いつでも検証可能な形でモデルに組み
込まれている事である.
これまでに我々が提案してきたU-Martシステム 13) は,
ファンダメンタル情報として現物価格を利用している点,
そして市場参加者がエージェントであるという点でモデ
ルであり続けている.我々はU-Martを先物市場とするに
あたって,人工市場を取り囲む社会と,そこで生じるファ
ンダメンタルの変化 (ファンダメンタル情報)を,現物価
格という一つのスカラー値で表すことができると仮定し
た.これは効率的市場仮説の全てのファンダメンタル情報
は現在の株価に反映されているという仮定から導かれた
仮定である.この仮定は,忠実性の要請によるモデルの精
緻化の中で覆される事がない3

3U-Mart 構想の当初から, リアルタイム運用が念頭にあった. 実際



また,市場参加者がエージェントであるという意味でも,
抽象化がなされている.ヒューマンエージェントも,現金
をやりとりしない,特定の参加基準で参加しているなど,
まさにエージェント (代理人)として振る舞っている.ま
た,マシンエージェントも,市場参加者のモデルであり続
ける.マシンエージェントにも色々とあるが,制度評価や
制度設計を行うためには,できる限りヒューマンエージェ
ントの行動を忠実に再現できるマシンエージェントが必
要である.これも,忠実性の要請の一つである.
ヒューマンエージェントがマシンエージェントによる
加速実験と同様の環境で実験に参加できるようにすると
いう要件を透過性と呼ぶことにする. ある制度が採用さ
れた市場で,ある状況が生まれたときに人間はどのような
行動を取るのか,実験する事によって詳細な記録をとる.
ヒューマンエージェントの行動をを忠実に再現するマシ
ンエージェントを作る.そのマシンエージェントを利用し
て同じ条件では同じ結果が得られる事を確認する.更に,
そのマシンエージェントを利用して環境の変化や制度パ
ラメータの変更など仮想的な状況で何が起こりうるかを
予想する.同じ仮想的状況で,ヒューマンエージェントに
よる実験を行い,マシンエージェントによる実験の正しさ
を検証する.これら一連の実験を同じ人工市場で行うこと
でヒューマンエージェントとマシンエージェントだけが
入れ替わり,それ以外の条件がまったく同一である事を保
証できる.透過性とは,ヒューマンエージェントからマシ
ンエージェントへ移るモデル化と,マシンエージェントか
らヒューマンエージェントへ移る検証の 2つの面がある.

ABM研究では,これまで忠実性や透過性についてはあ
まり重視されてこなかった.むしろ,KISS原理に代表され
るように,対象の本質を大胆に切り取った抽象度の高いモ
デルを分析するべきであると主張されてきた. Axcelrod
は,KISS原理の提唱者の一人である.The Complexity of
Cooperation 5) の Introductionに,彼の主張がまとめら
れている.多少長いが引用しよう.

エージェントベースモデリングはシミュ
レーションの形を採用するとはいえ, 特定の
実験的な応用例を正確に描いてみせるのが目
的ではない.それよりも,さまざまな応用例に
表れる基本的なプロセスについての理解を深
めるのが目的である.このためには,KISS原理
を忠実に守ることが必要である.KISSとは,ば
かばかしいほど,簡単にせよ (Keep it simple,
stupid)という軍隊のスローガンである.

KISS原理は,研究者たちの特性からして,

に東証が営業している時間帯に, リアルタイムに指数を計算し U-Mart
を運用するというものである. 全てのエージェントは, 価格ばかりでな
くWeb 上のニュースサイトなど, 全てのファンダメンタル情報に直接
アクセスできる.

欠かせないものである.研究者も,その受益者
も,認知能力に限りがある.思いがけない結果
が生じたとき,モデルに入れたことは何でもわ
かるという自信があるのとないのでは大きな
違いである.調査するテーマは複雑だが,エー
ジェントベースモデルの基礎となる前提は単
純でなければならない.エージェントベースモ
デリングの複雑性は,シミュレーションをした
結果にあるのであって,モデルの前提を複雑に
するべきではないのだ.
もちろん,特定の背景を忠実に再生するこ

とが重要となるコンピュータシミュレーショ
ンの用途はほかにもたくさんある.3ヵ月後の
金利を予測する目的の経済シミュレーション
はできるだけ正確でなければならない. この
ためには,モデルに入れる前提が非常に複雑に
鳴らざるをえないだろう.同様に,シミュレー
ションを使って,スーパータンカーの乗組員の
訓練をしたり, 新しい戦闘機用の戦術を開発
する場合,正確さが重要であり,モデルを単純
にする必要はない.しかし,何か基礎的なプロ
セスについての理解を深めることが目的であ
るなら,前提を単純にすることが重要であり,
特定の場面設定の細かい部分をすべて忠実に
再現することは,それほど重要ではない. 4

このように,Axcelrodの主張を見直すとKISS原理が重
要なのは基礎的なプロセスについての理解を深める時で
あり,特定の場面設定の細かい部分をすべて忠実に再現す
べき場合もある事を認めていることがわかる.我々が目標
としている実務的な制度設計と,それに必要な制度評価,
そして取引アルゴリズムの性能評価などを行うためには
忠実な再現が必要なのであり, これを禁止しているわけ
ではない.KISS原理は,ABMという方法全体への要請で
はなく,取り組むべき問題によっては従う必要がないこと
を,Axcelrod自体主張しているのだ.

Axcelrodは,また,KISS原理の重要性の理由の一つし
て, 個人がモデルで起きうる全てのことを把握できるこ
とをあげている.これまでABM研究の最も重要な目標は
創発的事象の発見であった.エージェントが従うミクロな
ルールからは予想もつかないようなマクロの現象を発見
することにABMの意義があると考えられてきた.シミュ
レーションの結果として意外な結果が得られたときに,そ
の前提となるモデル自体が個人が把握できる複雑さを超
えてしまっていた場合,結局何が起きたのか十分に理解で
きなくなってしまう.そのため Axcelrodは個人の（事前
の）想像の範囲を超えた複雑な結果を発見し,分析するに

4邦訳 対立と協調の科学 5) pp.5-6



は,個人の把握の範囲にある単純なモデルである必要があ
ると考えたのである.

Axcelrod 5) や塩沢 17) が主張しているようにABMは,
数理モデルを解析的に調べる理論科学と現実の対象を経
験的に調べる実験科学に対する第 3の研究方法である.中
島は,3つの方法の特徴を以下のように整理した 18) .理論
科学は数理モデルという仮想的なものを研究対象とする.
しかし,その対象へ解析的にアプローチをしているためモ
デルから得られる結論は確実であり曖昧さはない.一方,
実験科学は実験結果から帰納的に結論を導き出すため,蓋
然性の範囲でしか正確さは主張できない.しかし,対象に
実物を使っているという点で信頼性を確保している.つま
り,理論科学は対象は架空だが結果は確実,実験科学は対
象は実物だが結果は不確実なのである.それに対し,ABM
は理論科学と実験科学の (おそらく悪い)両面を継いでい
る.対象はモデルであり,結果は帰納的に導かれるのであ
る.その意味で,ABMは伝統的な科学の方法に対し正当性
の面で決定的な弱さを持っている.そこで,Axcelrodはモ
デルの単純さや理解可能性を保つことで,一定の科学的正
当性を担保しようとしたとも考えられる.誰も全体を理解
できないモデルから,誰も予想しなかった結果が帰納的に
得られたとしたら,ヤってみたらコーなった5という以上
の事を言ってないとも言えるだろう.
我々は複雑な結果が得られた時の科学的正当性を担保
するためは,研究者や受益者がモデルを把握する事ではな
く,(1)ヒューマンエージェントによる実験が可能である事
と (2)誰もが原因を探れる方法を保証する事を保証するの
が良いと考えた.(1)については,透過性で与えられる.(2)
のために再現性と追跡性を人工市場の要件として挙げる.
再現性とは,同じ実験条件で行えば,まったく同じ結果が
得られることを言う.マシンエージェントによる加速実験
を行う場合,全てのパラメータを同一にした場合に,まっ
たく同一の結果が得られる必要がある.これは,ランダム
に生じるべき事象を疑似乱数を使って表現すること,全て
の処理の順番を保持することなどによって得られる.この
ような再現性が保証されていれば,意外な結果が得られた
場合でも,その結果の原因やその結果が生じる範囲につい
て,いつでも再調査ができるのである.追跡性とは,全ての
エージェントの行動と,全ての市場の状態がデータとして
保持されていることを言う.これにより実験後に,何が起
きていたのか正確に分析できることが保証される.
以上の議論から,我々は実務的な制度の有効性や,現実
の市場で利用するための取引アルゴリズムの性能を評価
し,設計することを目的とした人工市場の要件として,忠
実性, 透過性, 再現性, 追跡性の 4つを提案する.以下,各
要件について整理する.

5和泉 20) は, しばしば人工市場研究へヤッコー批判 (ヤってみたら
コーなった) の警鐘を鳴らしている

忠実性 以下の 4つの条件を満たしている人工市場を忠
実性を持つと言う. (1)市場制度が正確に再現されている
事, (2)現実の市場について検証可能な全ての制度が組み
込み可能である事, (3)全ての変数に対し,変化させた時
の影響を調べる事ができる事, (4)現実の市場で起きた出
来事が,正確に再現できる事. これにより,様々な制度や
取引アルゴリズムを評価できる.

透過性 人間行動に対する忠実性を持つマシンエージェ
ント (取引アルゴリズム)を作成するため, 逆に加速実験
で得られた結果をヒューマンエージェントによる実験で
検証するため,マシンエージェントと同じ環境でヒューマ
ンエージェント (被験者)が取引できる事.前者は,忠実性
を確保するため,後者は科学的な正当性を与えるために重
要な役割を果たす.

再現性 まったく同じ条件で実験をした時に,まったく同
じ結果が得られる事が保証されている事.これにより,誰
もが結果を再現し検証する手段が与えられる.

追跡性 エージェントや市場の状態が全てデータとして
保存されている事.これにより,様々な現象を追跡し,原因
を探る事ができる.

3 ザラバ/マーケットメーク版U-Martシス
テムの提案

3.1 設計方針
本節では，前節で議論した人工市場への要請を満たす
新しいU-Martシステム（以下，「ザラバ/マーケットメー
ク版 U-Martシステム」とよぶ）を提案する．各要請に
対して，本論文では，以下のような設計方針をとる：

忠実性への対応 本論文では，ザラバ版 U-Martシステ
ムにおいては東証のすべての制度 25) ，マーケットメー
ク版U-Martシステムにおいては JASDAQのすべての制
度 27) を，なるべく忠実に実装することにより，忠実性
へ対応する．ただし，板寄せ版 U-Martシステム 19) と
同様に先物価格が現物価格に影響を与えない点，現状で
はマシンエージェントとして簡単なテクニカル分析に基
づくものを採用している点において，近似が入っている
といえる．

透過性への対応 本論文では，プログラムであるマシン
エージェントと，人間であるヒューマンエージェントが
全く同じように取引に参加できるように実装を行うこと
により，透過性へ対応する．そのためには，ヒューマン
エージェント用の GUIツールの充実が必須である．

再現性への対応 本論文では，時間をある時間単位で離
散化して管理し，同じ時間単位内に受け付けた注文は同



時に入ってきた注文として処理することにより，再現性
へ対応する．

追跡性への対応 本論文では，価格系列の他に，全ての
時間における板情報や，各エージェントからの注文/キャ
ンセル/変更要求をログとして保存することにより，追跡
性へ対応する．ログは，経済系の研究者への利便性を考
慮して，全て CSVフォーマットで提供することとする．

以下，3.2節ではザラバ版 U-Martシステム，3.3節で
はマーケットメーク版 U-Martシステムの詳細について
説明する．

3.2 ザラバ版U-Martシステム
現在，東証を始めとするほとんどすべての市場では寄
りと引け以外はザラバ方式が取られており，忠実性の要
請からザラバ方式を採用したザラバ版 U-Martシステム
を提案する．Fig. 1にザラバ版U-Martシステムの構成図
を示す．ザラバ版U-Martシステムは，板寄せ版U-Mart
システムと同様に，マーケット・サーバ，ヒューマンエー
ジェント・トレーディングターミナルとよばれる 2種類
のプログラムから構成される 6．
マーケット・サーバは，現実世界の取引所に相当し，注
文管理，口座管理，約定処理などを請け負う．また，マ
シンエージェントは，マーケット・サーバ・プログラム内
で動作させることにより，再現性への対応を可能にして
いる．Fig. 1に示すように，マーケットサーバは，複数
のモジュールから構成されている．ヒューマンエージェ
ント・トレーディングターミナルは，ヒューマンエージェ
ントがネットワーク越しに取引に参加する際に利用され
る GUIプログラムである．
以下では，ザラバ版 U-Martシステムにおける時間管
理とスケジュールについて説明した後，板寄せ・ザラバ
処理モジュール，口座管理モジュール，および，GUIモ
ジュールの順に説明する．また，ヒューマンエージェン
ト用のユーザ支援ツールについても紹介する．
3.2.1 ザラバ版U-Martシステムの時間管理とスケジ

ュール
本節では，ザラバ版 U-Martシステムにおける時間管
理とスケジュールについて述べる．
ザラバ版 U-Martシステムでは，時間を日，節，単位
時間 (Unit Time，以下 utとよぶ)で管理している．ザラ
バ版 U-Martシステムでは，決算日まで複数日に渡って
取引が行われる．１日は複数の節と取引後時間帯で構成
される．１節は取引前時間帯と取引時間帯から構成され
る．１ utは，ザラバ版U-Martシステムにおける最小の
時間単位である．

6ザラバ版 U-Mart システムにおいても，板寄せ版 U-Mart システ
ムと同様に，ユーザが 1人で取引を体験するためのマーケット・シミュ
レータも用意されている．

Fig. 1 ザラバ版 U-Martの構成図
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Fig. 2 ザラバ版 U-Martシステムのスケジュールの例

Fig.2にザラバ版U-Martシステムのスケジュールの具
体例を示す．Fig.2では，１日は 2節と取引後時間帯から
構成されている．それぞれの節では，3utの取引前時間帯
と 5utの取引時間帯から構成されている．取引時間帯の
最初と最後には，板寄せが行われており，その間はザラ
バによって価格が決定されている．
ザラバ取引は，新しい注文が入るごとに随時，既に出
されている注文群と照合して約定させる方式である．し
かし，ザラバ版 U-Martシステムでは，状況の再現性と
オンライン上の注文時間の遅延を考慮して，離散化され
た時刻でザラバ取引を行う．同一 utの注文は，まったく
同時に入ってきた注文として処理される．取引後時間帯
とは，値洗いと値洗い後時間のことである．
3.2.2 板寄せ・ザラバ処理モジュール
本節では，約定を管理する板寄せ・ザラバ処理モジュー
ルについて述べる．
板寄せ処理モジュール
ザラバ版 U-Martシステムでは，板寄せ処理モジュール
として，板寄せ版 U-Martシステム 19) で実装されたモ
ジュールを利用している．前節で述べたように，板寄せ
取引は，取引時間帯の最初と最後に，その時点での全未
約定注文を用いて行われる．板寄せ取引の例を Fig. 3に
示す．
ザラバ処理モジュールと更新値幅制限/特別気配
ザラバ版 U-Martシステムにおけるザラバ処理モジュー
ルでは，Fig.4に示すように，新規の注文が入るたびに，
約定操作を行う．Fig.4では，新規の注文として，498円
の売り注文が 2000枚入り，その内 1000枚が，それまで
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Fig. 3 板寄せ取引の例

!"
498#
$%
2000

!"
498#
$%
2000

!"
#$
%&

'(
%&

500

499

498

497

!"
#$
%&

'(
%&

500

499

498

497

&'() *'+, -'./

!"

500

499

498

497

3000

2000

4000

1000

3000

2000

4000

10002000

3000

2000

1000

4000

#$
%&

'(
%&

4'01

Fig. 4 ザラバ取引の例

未約定であった 498円の買い注文 1000枚と約定してい
る．Fig.4の 497，498円の買い注文の値段を買い気配値，
499，500円の売り注文の値段を売り気配値という．
ザラバ版 U-Martシステムでは，現実の市場と同様に，
注文の売買が成立する価格が，ある設定された更新値幅
制限外であるならば，その売買を約定させない．更新値
幅制限とは，1度のザラバごとに決められた範囲の価格内
でのみ約定させる制限のことである．この範囲は，前回
の取引で最後に決定されてた約定価格を基準として変動
する．Fig.5では，基準とした価格 506円の±１円が更新
値幅制限の範囲内となっている．507円の売り注文は 507
円の買い注文と約定させるが，508円の買い注文は 508円
の売り注文と約定させない．
ザラバ版 U-Martシステムでは，離散化されたザラバ
取引を行うために，注文を約定させる順番が重要となる．
ザラバ版 U-Martシステムでは，注文の優先順位を以下
のものとする．

1. 成行優先：指値注文よりも成行注文を優先的に取引さ
せる．指値注文は，具体的に値段を指定する注文で
ある．成行注文は，値段を指定しない注文である．

2. 価格優先：新しく出された注文が買い (売り)の注文か
つ，他の買い (売り)の注文の中で最も高い (安い)
指値であるとき，その注文が優先的に取引させる．
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Fig. 5 更新値幅制限の例
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Fig. 6 注文の優先順位の適用例．カッコ内の順番は注文
の受付順序を示す．

ただし，その指値が更新値幅制限の上限 (下限)よ
りも高い (安い)値段では，更新値幅制限の上限 (下
限)価格で指値で出されたと考える．そのような注
文が複数ある場合は，以下の時間優先が適用される．

3. 時間優先：同一条件内では早い時期の注文から順に取
引していく．ただし，同一 ut内の注文は，まった
く同じタイミングで出されたものとみなして，ラン
ダムで優先順位をつける．

Fig.6に注文の優先順位の適用例を示す．注文に成行注文
がないので，価格優先を適用する．ここで，更新値幅制
限の上限を超えている 509円の買い注文は，507円の買
い注文とみなされる．507円の買い注文が複数あるので，
時間優先を適用する．優先順位は Fig.6のとおりになる．

ザラバ版 U-Martシステムでは，価格を決定するとき
に，直前の約定価格から更新値幅制限内である場合は取
引を成立させるが，更新値幅制限を越えてしまう場合は
取引を成立させずに特別気配を提示する．特別気配は，価
格の急激な変動を抑制するためにある．直前の約定価格
よりも高い値段で売買が成立するときは買い特別気配を，
安い値段で売買が成立するときは売り特別気配を提示す
る．特別気配が提示されたままで任意の時間が経過した
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Fig. 7 特別気配の例

場合，更新値幅制限の基準になる価格を，買い特別気配
なら上げ，売り特別気配なら下げる．

Fig.7に，特別気配の例を示す．Fig.7では，注文が買
い側に偏り，売り注文が値段 500円 100枚しかない．更
新値幅制限は 496円から 498円なので，500円の売り注
文は約定できない．ここで，ザラバ版 U-Martシステム
は，特別気配を提示し，売り手が現れるのを待つ．提示
された特別気配は，498円以上の買い注文の合計 400枚
が，498円で取引できることを示している．5ut待っても
注文状況に変化がないので，更新値幅制限の基準を１円
引き上げる．そこで新しい特別気配を提示する．さらに
5ut待っても注文に変化がないので，範囲を 498円から
500円まで引き上げて，売り注文 500円 100枚と買い注
文 500円 100枚で約定させる．
ストップ安・ストップ高制度の導入
ザラバ版 U-Martシステムでは，ストップ安・ストップ
高の概念を導入しており，ストップ安・ストップ高を越
えた価格の注文は受け付けない．Fig.8では，506円の売
り注文は，ストップ高を超えていないから，注文を受け
付ける．しかし，507円の売り注文は，ストップ高を超え
ているので注文を受け付けない．
サーキットブレイク制度の導入
ザラバ版 U-Martシステムでは，サーキットブレイク制
度を導入している．サーキットブレイク制度とは，市場
の急変時に売買契約の締結を中断するものである．ザラ
バ版 U-Martシステムでは，サーキットブレイク制度は
モジュール化されており，モジュールを差し替えること
により，さまざまなサーキットブレイク制度を用いて市
場の挙動分析が可能になっている．現在，JASDAQ，大
阪証券取引所，NYSEのサーキットブレイク制度が実装
されている．
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Fig. 8 ストップ高の例

3.2.3 口座管理モジュール
口座管理モジュールは，各クライアントの約定情報リ
ストを用いて値洗いを行う．約定情報リストは，クライ
アントの全約定情報を格納している．約定情報 Ciは，約
定価格:pi，約定数量: vi，売り買い:bsiの３つの項目で表
現される．bsi=SELLは売り注文，bsi=BUY は買い注
文を表している．ここで，添え字 iは約定情報の番号を示
す．ザラバ版 U-Martシステムの値洗い処理は，式 1 の
とおりである．

未実現損益 =
n∑

i=0

s(bsi) × (終値− pi) × vi ×取引単位 (1)

s(bsi) =

{
1，if bsi = BUY

−1，if bsi = SELL
(2)

3.2.4 エージェント用API

ザラバ版 U-Martシステムにおいて，エージェントが
サーバから得ることができる情報は，U-Mart時間，出来
高量データ，歩み値出来高データ，先物日足出来高データ，
現物日足出来高データ，マシンエージェント個人の注文
状況情報，気配値情報，マシンエージェント個人の約定
情報である．
3.2.5 GUIモジュール
ザラバ版 U-Mart システムでは，板寄せ版 U-Martシ
ステムと同様に，GUI の開発にも重点を置いている．こ
れは透過性の要請により，熟練したユーザがマシンエー
ジェントと同等以上の行動をストレスなく実行可能とす
るためである．Fig.9に，ザラバ版サーバGUIのスクリー
ンショットを示す．また，Fig.10に，ザラバ版ヒューマン
エージェント用 GUIのスクリーンショットを示す．
3.2.6 ユーザ支援ツール
これまでの U-Mart システムでは特に初心者に配慮し
た機能は実装されていなかった．しかしながら U-Mart



Fig. 9 ザラバ版サーバ GUI

Fig. 10 ザラバ版ヒューマンエージェント用 GUI

システムを用いるユーザすべてがトレードに熟練してい
るわけでない．U-Mart プロジェクトにおける教育活動
の経験から，基本的な取引が可能となるまでに長い時間
が必要となるユーザもいることが分かっている．そこで，
初心者ユーザ用の支援ツールを開発した．
今回の支援ツールは，U-Mart からデータを取得し事
前に与えられた条件に基づいてユーザの注意を喚起する
メッセージを表示する．事前に与える条件は主にテクニ
カル指標を用いた．Fig. 11に U-Mart 起動直後にアシス
トツールのタブを表示した状態を示す．図中に示す通り，
アシストツールは出力設定部，表示設定部，ログ表示部
からなる．

出力設定部 出力に関する設定を行う部分である．アシ
ストウィンドウの使用，時刻出力の有無等を設定できる．

表示設定部 　表示内容を設定する．現在の表示設定は，
代表的なテクニカル指標，高値安値の更新，現物価格と

Fig. 11 U-Mart起動直後のアシストツールのタブ表示

Fig. 12 戦略設定ツールの実行例

先物価格の乖離率などである．拡張表示設定では，ユーザ
が独自に作成した表示条件プログラムを選択可能である．

ログ表示部 設定に基づいて，ユーザへの支援メッセー
ジを表示する部分である．独立ボタンにより別ウィンド
ウで開くこともできる．

出力したい方法と表示したい内容を選択した状態で，
サーバを更新すると事前に設定した戦略に従って状況を
判断し，条件に合致した内容がメッセージとして表示さ
れる．設定内容の変更はいつでも可能である．

Fig. 12にアシストウィンドウを使用し，ログを別ウィ
ンドウで開いた状態の実行例を示す．
なお本ツールはメッセージ表示だけではなく，条件に
従った自動発注や，表示設定部の内容に基づくマシンエー
ジェントを生成する機能も持っている．透過性の観点か
ら,このような機能の拡充は，今後も重要であると考えら
れる．
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Fig. 13 マーケットメーク版 U-Martシステムにおける
スケジュール例

3.3 マーケットメーク版U-Martシステム
マーケットメーク市場では，マーケットメーカーと呼ば
れる証券会社と一般の顧客が取引に参加している．マー
ケットメーク市場は，マーケットメーカー達が常に売り
と買いの注文を提示することによって，一般トレーダー
達が常に取引をすることができる市場である．
一般トレーダーは，基本的にマーケットメーカー達の
提示している注文を見ながら取引を行う．また，他の一
般トレーダー達がどのような注文を出しているのかを知
ることはできない．マーケットメーカーは，一般トレー
ダーに対して，売買に応じる価格と数量を常時提示する
義務を負う．そのため，マーケットメーカーはすべての
マーケットメーカーと一般トレーダーの注文を知ること
ができる．マーケットメーク市場では，注文の種類は指
値のみで成行注文は存在しない．
前節で紹介したザラバ版U-Martシステムと，マーケッ
トメーク版 U-Martシステムの大きな違いは，以下の点
である：

• スケジュール

• ザラバ処理モジュール

• GUIモジュール

以下では，上記 3点について，具体的に説明を行う．
3.3.1 マーケットメーク版U-Martシステムにおける

時間管理とスケジュール
マーケットメーク版 U-Martシステムでは，ザラバ版

U-Martシステムと同様に，時間を日，節，utで管理し
ている．

Fig.13にマーケットメーク市場におけるスケジュール
の例を示す．Fig.13では，1日を 2節と取引後時間帯で構
成している．また，前節を 2utの取引前時間帯と 8utの
取引時間帯, 後節を 2tの取引前時間帯と 12utの取引時間
帯で構成している．一日の最初の取引では，始値を決定
するためのザラバ取引で価格が決定され，それ以外はザ
ラバ市場と同じザラバ取引によって決定される．
3.3.2 マーケットメーク版ザラバ処理モジュール
マーケットメーク版ザラバ処理モジュールでは，一般ト
レーダー (以下，GEとよぶ）およびマーケットメーカー

(以下，MMとよぶ）から出された注文/注文削除/注文変
更の要求を以下の 5種類のリストにより管理している：

• 新規要求リスト
GEおよびMMから出された全ての新規の要求が格
納されるリストである．要求はランダムにソーティ
ングされる．

• GE売注文リスト
GEから出された売注文のうち，まだ未約定のもの
が格納されるリストである．

• GE買注文リスト
GEから出された買注文のうち，まだ未約定のもの
が格納されるリストである．

• MM売注文リスト
MMから出された売注文のうち，まだ未約定のも
のが格納されるリストである．

• MM買注文リスト
MMから出された買注文のうち，まだ未約定のも
のが格納されるリストである．

ただし，上記の売注文リストでは，注文は，価格昇順，注
文時間，ランダムの優先順位でソーティングされる．一
方，買注文リストでは，注文は，価格降順，注文時間，ラ
ンダムの優先順位でソーティングされる．また，新規要
求リスト中の注文は，各注文リストには登録されていな
いことに注意されたい．
始値を決定するためのザラバ取引では，最初に一般ト
レーダーの売り注文をMMの買い注文と照合して約定さ
せる．その後で，一般トレーダーの買い注文をMMの売
り注文と照合して約定させる．このとき，最後の取引で
決定した価格を始値とする．具体的なアルゴリズムは以
下のとおりである：

1. 新規要求リストの先頭から要求を取り出す．要求が，

• MMの注文削除要求ならば，削除を実行
• MMの注文変更要求ならば，変更を実行
• MMの買い注文要求ならば，MM未約定買い
注文リストに格納

• MMの売り注文要求ならば，MM未約定売り
注文リストに格納

• GEの注文削除要求ならば，削除を実行
• GEの注文変更要求ならば，変更を実行
• GEの買い注文要求ならば，GE未約定買い注
文リストに格納



• GEの売り注文要求ならば， GE未約定売り
注文リストに格納

以上の処理を，新規要求リストが空になるまで，実
行する．

2. GE未約定売り注文リストの先頭から，MM未約定
買い注文リストとマッチング

3. GE実約定買い注文リストの先頭から，MM未約定
売り注文リストとマッチング

通常のザラバ処理のアルゴリズムは以下のとおりである：

1. 新規要求リストの先頭から要求を取り出す．要求が，

• 注文削除要求ならば，削除を実行
• 注文変更要求ならば，変更を実行
• MM (GE) の買い注文要求ならば，GE (MM)
未約定売り注文リストの先頭からマッチング
していく．ただし，全ての注文数量が約定し
ない場合，その注文をMM (GE) 買注文リス
トに登録する．

• MM (GE) の売り注文要求ならば，GE (MM)
未約定買い注文リストの先頭からマッチング
していく．ただし，全ての注文数量が約定し
ない場合，その注文をMM (GE) 未約定売り
注文リストに登録する．

2. 以上の処理を，新規要求リストが空になるまで，実
行する．

Fig.14 にマーケットメーク市場での取引の例を示す．
Fig.14では，4つのマーケットメーカー達がすでに売り注
文，買い注文を提示している．そこに，一般エージェン
トの注文 1440円の売り 400枚が入ることで，それまで未
約定であった 1400円の買い注文 400枚と約定する．その
後，注文表は整理されて，新しい買い注文が提示される．
マーケットメーカーは 2つ以上同じ種類の売り買いの
注文を出せない．また，マーケットメーカーは常に売り
注文，買い注文をそれぞれ提示する義務を負う．この義
務を履行できないときは，マーケットメーカーは取引所
に一定額の罰金を納めなければいけない．
3.3.3 マーケットメーク版における GUI

マーケットメーク版 U-Mart システムでは，ザラバ版
U-Martシステムと同様に，透過性の観点から，GUI の
開発に重点を置いている．Fig.15，16，17に，マーケッ
トメーク版サーバ GUI，MM エージェント用 GUI，一
般エージェント用GUIのスクリーンショットをそれぞれ
示す．
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Fig. 14 マーケットメーク市場でのザラバ取引の例

Fig. 15 MM版サーバ用 GUI

4 更新値幅によるザラバ版U-Martシステム
の検証

制度評価が実施可能であることを確かめるため,ザラバ
版 U-Martシステムを用いて，制度パラメータである更
新値幅を変更するシミュレーション実験を行った．実験
設定は，日数 5，節数 2，1節目（前場）を 120ut，2節
目（後場）を 150ut，呼値を 1円とした．ストップ安・ス
トップ高およびサーキットブレーカは発動しない値に設
定した．実験に用いた現物価格系列は，2006年 10月 18,
19, 20, 23, 24日 7の日経平均である．
エージェントとしては，現物価格±更新値幅の範囲に
一様ランダムに注文価格を出すエージェント 30体，先物
価格±更新値幅の範囲に一様ランダムに注文価格を出す
エージェント 30体を用いた．これらのエージェントは，
成り行き注文は行わず，売り・買いをランダムに決定し，
[1�10]の範囲に一様ランダムに注文数量を決定する．
更新値幅を 200円（現在の東証で設定されている値），

3円，1円とした場合にシミュレーションにより得られた

721, 22 日は休みのためデータがない．



Fig. 16 MM版MMエージェント用 GUI

Fig. 17 MM版一般エージェント用 GUI

先物価格を Fig. 18に示す．Fig. 18より，更新値幅の変
更が，先物価格系列に明らかな影響を与えていることが
わかる.更新値幅が,価格の連続性を高め市場の安定化を
はかることを目的とした制度であるが,価格変動を制御す
ることができる事が明らかになった.今後,エージェント
の組成などを考慮しながら東証が採用している更新値幅
の最適値を求めたい.また,これまでの時系列分析ではほ
とんど考慮されてこなかった制度の影響という新しい課
題も発見できた.

5 おわりに
我々は,現実の市場で運用する実務的な制度設計や制度
評価を行うために ABM に要請される条件として, 忠実
性, 透過性, 再現性, 追跡性の 4 つを提案した. この中で,
特に忠実性と透過性については ABMであまり考慮され
てこなかった点である.それらの要件を満たす実例のひと
つとして人工先物市場,ザラバ版及びマーケットメーク版

Fig. 18 ザラバ版 U-Martシステムにおいて，更新値幅
制限を 200円 (東証と同じ設定)，3円，1円としたとき
の先物価格系列．

U-Martシステムを構築した.この人工市場によって制限
値幅という市場の安定化や価格の連続性を保つために導
入されている実務的な制度が,価格変動に大きな影響を与
えることを示した.忠実性の高い人工市場は,実務的な制
度の評価や設計を可能とするだけでなく,これまで価格時
系列の実証研究ではほとんど考慮されてこなかった制度
面の影響についても分析できる事が示せた.
本文では触れなかったが,忠実性を考慮したABMの構
築には別の恩恵もある.忠実に現実をシミュレートすると
いう観点から現象を観察するチャンスが与えられるので
ある.これまで,社会現象の解明には KISS原理に基づく
モデルが求められてきた.そのため,我々には物事の本質
を見極める抽象力が求められ,我々は,そのような視点で
社会を観察してきた.この研究を通じて,我々は非常に細
かく現象を観察し,それらを忠実に再現する機会を得た.
それにより,非常に多くの発見があった.現時点では,それ
らの発見は U-Martシステムのプログラム仕様として反
映されているのみであるが,今後検証すべき多くの課題が
得られた.
今後,特にヒューマンエージェントの行動を忠実に再現
するモデルを作成する際に,これまでまったく考慮されて
こなかった様々な議論すべき点が明らかになると予想さ
れる.
今後の予定としては，大規模なヒューマン実験による
ザラバ版及びマーケットメーク版 U-Martシステムのス
ケーラビリティの向上，ザラバ版及びマーケットメーク版
U-Martシステムの標準エージェントセットの作成，マー
ケットメーカーに関する研究のためのU-Martシステムの
更なる拡張，マーケットメーカーエージェントのアルゴリ
ズムに関する研究などを行う必要がある.また,ニューヨー
ク証券取引所や NASDAQ,ユーロネクストなどの主要取



引所をはじめ,アジアやアフリカ,南アメリカなど,様々な
国の証券市場を忠実に再現できるシステムへと拡張し,実
務者が制度設計を行える環境を整えたい.
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人工市場シミュレーションと制度設計
　～サーキットブレーカー制度を通じて～

小林 重人∗ 橋本 敬 †

1 人工市場研究と制度設計
現在までの主な人工市場研究は，Arthur et al.

[1]の合理的期待仮説との比較や Chen and Kuo[2]
の効率的市場仮説の検証のように既存の経済理論
を検証するものや，高安ら [3]の経済物理の手法を
用いて市場現象を分析するものなど，どちらかとい
えば現象を分析するものが主であった．和泉・植田
[4] の為替政策の意思決定支援を人工市場アプロー
チによって試みる手法などは，伝統的な経済理論で
は扱うことができなかった部分に一定の説明力を付
与することに成功しているが，計算機実験によって
実際の現場の政策決定や制度設計を支援するという
手法は必要性が認識されながらもさほど多くは見ら
れない．
また佐藤ら [5]の指摘にもあるように，現象分析
の立場で用いられるシミュレーターの多くはそれ
ぞれの研究者が個別で開発したものであり，他の研
究者が追試や検証を行う際には，同じものを再開
発しなければならないことが多い．このような要
請に応える形で登場したのが人工市場研究の共通
テストベッドを目指す U-Mart[6][7] である．この
U-Martは，制度分析と制度設計を試みるための場
の提供ということを強く意識して作られた人工市場
である．もちろん U-Martを用いて既存の経済理論
を検証することも可能ではあるが，設計された市場
制度に対する市場全体の振る舞いをミクロ・マクロ
の両視点から捉えることができるというのは，他の

∗ 北陸先端科学技術大学院大学 (JAIST) 知識科学研究科
博士後期課程

† 北陸先端科学技術大学院大学 (JAIST) 知識科学研究科

人工市場には見られない特徴である．
これらを踏まえて，人工市場研究の目的と制度設
計との関わりについて考えることにする．和泉 [8]
はエージェント間に存在する相互作用から市場現象
が創発されるという枠組みの中で、マクロとミクロ
に潜む法則性を見つけだそうとするのが人工市場研
究であり，またそれが目的でもあると述べている．
確かに市場参加個人の意志決定に関わる知識（ミク
ロレベル）や市場経済全体に現れる知識（マクロレ
ベル）は，経済学を始めとする幅広い分野で数多く
の研究がなされている．しかし，そうした研究はど
れほど掘り下げられても市場現象を完全に解き明
かすことはできていない．なぜならミクロとマクロ
の間には制度が存在し，ミクロとマクロの関係は単
なる還元的な構造ではないからである．制度も法
令，社会規範，慣習等，その中においても複雑な絡
み合っているので，実際の社会ではミクロレベルと
マクロレベルの１対１での因果関係は存在するとは
言い難い．市場現象を律する立場である制度の分析
のためには，やはり多数の自律的なエージェントの
市場行動がシステム全体にどのような振る舞いをも
たらすかを考えなくてならず，その上で制度自体が
市場にいかなる影響を与えているのかということを
考えなくてはならない．こうした視点に立つと，和
泉の掲げた人工市場研究の目的は，制度設計研究の
前提であり，さらにマクロとミクロと制度の三者に
潜むメカニズムを解くことが目的であると言えるだ
ろう．
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2 サーキットブレーカーを導入した人工
市場シミュレーション

U-Martを用いた制度分析の例として，小林・橋
本 [9]は，市場の取引停止措置であるサーキットブ
レーカーに着目し，サーキットブレーカーの発動期
間と市場の振る舞いの関係について実験を行った．
そのため，板寄せ版の U-Martに対して先物価格が
決められた変動幅を超えて上昇（または下落）し，
かつ理論価格を決められた乖離幅を超えて上回って
いる（又は下回っている）かどうかによって市場で
の取引を停止させるタイプのサーキットブレーカー
を導入した．
サーキットブレーカーの発動基準は，日経平均の
先物価格が，前日の終値と比べて 700円以上の変動
があり，かつ一定の計算式に基づいた先物価格の理
論値から 200円以上乖離した場合とした．サーキッ
トブレーカーの発動期間 (Ts) は板寄せの回数で区
切り，1日 8回の板寄せに対応して，Ts = 0（サー
キットブレーカーなし），1，2，3，4と変化させて
シミュレーションを行った．つまり 1日 4回連続で
板寄せを行わないと（4期間発動されると），市場は
半日止まっていると考えることができる．
また，エージェントの組み合わせ比率による市場
の振る舞いを調べるために市場に占めるランダム
エージェントの比率を変化させて実験を行ってい
る．ランダムエージェントとは，直近の現物価格ま
たは先物価格の周りでランダムに注文を出すエー
ジェントである．そこで，本研究ではエージェント
全体に占めるランダムエージェントの割合 (Ar)を，
それぞれAr = 0%，5%，10%，20%，40%，60%に
セットして各 100試行実験を行った．

U-Martシステムに与える現物指標として，下降
トレンドを示す日経平均株価（2000年 4月 17日～
2000年 10月 10日）の日次データを用い，市場が
下降トレンドにある場合に，サーキットブレーカー
の停止期間の違いによる市場の安定性の分析を行っ
た．なお，以後の全ての実験結果は，100試行の平
均である．その他の設定は次の通りである．

• 取引日数は 15日，板寄せは 1日 8回
• サーキットブレーカーの発動期間は板寄せの回
数で区切る

• 先物の理論価格を決定するための短期金利は，
採用した現物指標当時の CD3ヶ月物，利回り
も現物指標当時の日経平均の平均期待利回りを
使用

3 サーキットブレーカーの有効性と望ま
れる方向性
サーキットブレーカーを導入した U-Martを用い
た実験結果から，サーキットブレーカーが価格変動
を抑えるという面で，効果的な役割を果たすことが
示唆された．また，サーキットブレーカーの発動期
間を変化させた実験から，ボラティリティの減少に
は長期間の発動が最も有効であり，価格変動が大き
ければ大きいほど，その効果もよく現れることが示
された．以下にシミュレーションにおけるサーキッ
トブレーカーの発動期間に対するヒストリカル・ボ
ラティリティの変動を見ながら結果の詳細を説明し
ていく．
サーキットブレーカーの発動によって必ずボラ
ティリティの減少が認めらるというわけではなく，
サーキットブレーカーの発動が 1期間（Ts = 1）の
場合について，ヒストリカル・ボラティリティの減
少が認められないランダムエージェントの割合が
あった（図 1）．現実の株式市場において，一般に
サーキットブレーカーの発動期間は，下落率の大き
さによって決定される．ニューヨーク証券取引所
の例をとってみると，ダウ工業株平均が前日終値
より 10% 下落で全銘柄の取引が 1 時間停止され，
20%下落で 2 時間停止，30%下落で終日停止とな
る．つまり，下落幅が小さい場合にはサーキットブ
レーカーには，価格変動を抑え込むという狙いより
も，むしろ市場参加者にクールダウンを促すといっ
たアナウンスメント効果に主眼を置いていると考え
るのが妥当かと思われる．
逆に発動期間が長い 4期間 (Ts = 4）の場合では，
ランダムエージェントの割合に関わらず，ヒストリ
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カル・ボラティリティが減少していることが見て取
れる（図 1）．ただ，発動期間を長くとると，その分
だけ約定数量が減少し，市場全体の流動性が低下す
るので，サーキットブレーカーの発動には取引を停
止させることによるボラティリティの低下率に注目
して行うことが重要であると思われる．

図 1 サーキットブレーカーの発動期間に
対するヒストリカルボラティティの変化:

図中の数字はサーキットブレーカーの発
動期間 1,2,3(Ts = 1, 2, 3) の価格のヒス
トリカル・ボラティリティ間におけるクラ
スカル・ワリス検定後の有意確率

現物指標に変動を与えた場合*2のヒストリカル・
ボラティリティで見ると，変動率が 0%のときには
サーキットブレーカーの発動期間が 0 期間と 4 期
間を比較してわずか 0.2%しか変化していない．逆
に変動率が 5%のときにはヒストリカル・ボラティ
リティが 1.4%も減少している (図 2)．これらのこ
とから，サーキットブレーカーは，大規模変動に対
しては長期的に発動することが価格変動の抑制に効
果的であり，小規模変動に対しては短・中期的に発
動することが効果的であると示唆される．
さらに，サーキットブレーカーの発動によって破
産するエージェント数が激減したことから (図 3)，
サーキットブレーカーが価格の乱高下によって損失
を被ったエージェントの破産を未然に防止した可能

*2 具体的には，これまで採用してきた日経平均株価（2000

年 4 月 17 日～2000 年 10 月 10 日）の現物指標に 1%，
3%，5%それぞれ上下方向に価格を拡大し，ランダムエー
ジェントの割合を 20% に設定してシミュレーションを
行った．

図 2 現物指標に変動を与えた場合のサー
キットブレーカーの発動期間に対するヒ
ストリカル・ボラティリティの推移

性があることが示唆された．橋本 [10]は，破産は原
理的には単なる市場からの退場であるが，市場に参
加することで破産者が増加することは，社会にとっ
ては不安を増大させるものであるし，破産する可能
性が高いのであれば，市場への参加を躊躇させ，市
場の活発さを減じさせることになりかねないと述べ
ている．したがってサーキットブレーカーは，市場
の決済システムの安定化と有効性の確保に寄与する
と考えられる．
しかし，約定数量に関しては，いかなる局面でも
サーキットブレーカーの発動期間が延びるごとに減
少する傾向が見られ，流動性の確保には寄与しない
ことが示された．
以上の議論に基づいて，本研究では，サーキット
ブレーカーが，約定数量の減少との引き換えに価格
変動の抑制，市場の決済システムの安定化のため
に重要な役割を果たしていると結論付ける．また，
サーキットブレーカーの発動期間の変化が約定数量
とボラティリティの変化量に直接効いてくることか
ら，サーキットブレーカーの発動期間は，サーキッ
トブレーカーの設計において重要なパラメータであ
ると考えられる．

4 終わりに
市場制度は，他の市場制度や他の取引所との協調
が求められるため，一概に具体的な基準や制度を本
研究のシミュレーション結果から導き出すのは困難
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図 3 サーキットブレーカーの発動期間
に対する破産エージェント数の変化:図
中の数字はサーキットブレーカーが発動
しない場合 (Ts = 0) とする場合 (Ts =

1, 2, 3, 4) における，破産エージェント数
の 2標本間のマン・ホイットニーの U検
定後の有意確率

が伴う．しかし従来の経済学では扱うことのできな
かった市場の詳細な分析を計算機実験という形で実
現した U-Martのような実験ツールは，これからの
制度設計研究において大きな存在である．そうした
人工市場に適切にモデル化されたサーキットブレー
カー等の市場制度を付与することで，市場の振る舞
いと制度の関係から，制度が市場に対してどのよう
な影響を与えるか，またそれがどういう傾向である
のかを知ることは十分に可能である．そこで得られ
た知見を基にして，制度のあるべき方向性を指し示
すことは現段階においても可能な範囲であろう．
今後は，制度が市場参加者に影響を与え，市場参
加者が市場安定性に寄与する制度を形成する市場
の解明やミクロ・マクロループの問題を制度を含め
て取り扱えるようにすることが課題である．現在の
我々の実験では，取引エージェントが制度の存在を
踏まえた上での意志決定を行うまでには至っていな
い．取引エージェントに予め市場制度を認識させる
ことで，サーキットブレーカーにみられる磁石効果
の影響といったマクロからミクロの間に存在する制
度の分析を行うことができる．人工市場を用いた制
度設計研究の加速は，市場制度に対する理論的保証
はもちろんのこと，市場安定化のためにも十分社会

に恩恵をもたらすと予測される．
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教育におけるU-Martの活用 (要旨)

-U-Martチュートリアル-

有賀裕二（中央大学商学部）
谷口和久（近畿大学経済学部）　

2007年 1月

有賀と谷口は、U-Martシステムを活用した学部学生のためのゼミを過去 5年間実施し
ている。それは、金融市場に関して全く知識のない学生が、ほぼ半年の準備でU-Martの
大会に参加できるようなゼミ・プログラムであり、また、U-Mart大会に合わせて合同ゼ
ミを開催してきた。

U-Martは金融先物市場をコンピュータネットワーク上に人工的に構築し、指数先物取
引を行うものである。単なる金銭目的ではなく、金融市場の制度理解に役立つのはもち
ろんであるが、取引を通じて実践的な知識も獲得できるので、参加学生たちの学習意欲
は次第に高くなる。また、経済学系の学生であっても、プログラミングや数値解析に興
味のある学生にも教材として対応しているので、その用途は多様で弾力性に富んでいる。
本報告は、われわれのゼミナールでの実施内容を公開し、その活用実績を報告するも

のである。また、U-Mart教育に関するノウハウは十分に蓄積されているので、U-Mart
システムを教育用ツールとして活用し、U-Mart大会や合同ゼミナールへの参加を広く求
めるものでもある。2007年は、U-Mart大会は 11月 23-25日京都大学にて開催される予
定である。U-Martシステムを活用し、進化経済学や金融市場に興味のある合同ゼミナー
ルを開催し、学生同士の交流を深めたい。

(以上)

合同ゼミ (東工大 2004年 10月 2日)と U-Mart2006大会 (京大 2006年 12月 9日)



多市場接触実験において相互協力を達成しうる戦略につい
て–行動分析による分析–§

小川一仁† 川村哲也‡ 菊谷達弥§ 小田宗兵衛¶

平成 19 年 1 月 7 日

Key Words: 3 Tit-for-Tat strategies, multi-market contact, experimental economics, and
channel reduction

1 はじめに
殆どの企業は現実にはライバル企業と複数の市場で競争または共謀しており、単一市場を分

析するだけでは不十分である。例えばトヨタはGMとアメリカ市場、ヨーロッパ市場で対峙し
ている。ソニーと任天堂は携帯用ゲーム機 (PSPとNDS)と据え置き型ゲーム機 (PS3とWii)
で対峙している。このように、経済主体が複数の場面 (市場、職務、場所など)で継続して接触
することを多市場接触 (multi-market contact)と呼ぶ 1。職場とプライベートでの労働者間の
人間関係，外交における政治問題と経済問題の関係も多市場接触と捉えられる。多市場接触は
社会の中で普遍的に見られる状況である。
多市場接触理論については 1950年代以降 [8]、実証研究の積み重ね [20]から「接触する市場

数が増えると企業間の共謀が進みやすい」という定型的事実が得られた。この事実を理論的に
説明したのがバーンハイム [3]等である。多市場接触の基本理論は２企業が無限回繰り返し状
況下で２つの囚人のジレンマ (PD)ゲームで同時に相対する状況を想定する。このとき、ゲー
ムの組み合わせ方によっては、単一のゲームをプレイする時に比べて協力に必要な割引因子の
下限が低下し、協力しやすくなることを示した。またスパニョーロはプレイヤが厳密に凹な効
用関数を持つ時に、PDを 1つプレイするよりも同じ PDを複数プレイした方が協力しやすく
なることを示した。青木 [1]は農村の灌漑維持ゲームと社会的交換ゲームを連結した状況を分
析する際に本理論を用いた。さらに、岩成ら [14]は貿易問題に応用した。
構築された理論はその妥当性が検証される必要があるが、これまで多市場接触理論を実証し

た研究は少ない 2。このような現状に加え、現実の多市場接触状況で起こりうることが予想で
き、政策立案の資料として活用できる点で重要であるにもかかわらず、多市場接触下の被験者
の意思決定のあり方に関して研究が進んでいない。多市場接触下では単一市場での接触と比べ

§本研究は科学研究費 (奨励研究)、村田学術振興財団、京都産業大学オープンリサーチセンターの支援を受けた。
†広島市立大学国際学部 kz-ogawa@intl.hiroshima-cu.ac.jp
‡京都大学大学院経済学研究科修士課程
§京都大学大学院経済学研究科
¶京都産業大学経済学部
1多市場接触では同時に複数の場面で接触する状況が継続すると想定している。社会心理学の中には場面に応じ

て接触構造が変化する状況を多市場接触的に捉えた研究もある。たとえば [25]を参照。
2単一市場における協力関係の構築に関する実験には非常に多くの研究が存在する。例えば [7]、[15]などの解説

書に詳しい。



て複雑な戦略が選択でき、詳しく調べることで実験結果に多大な影響を及ぼす戦略が発見され
るかもしれない。しかし、殆どの既存研究は意思決定の結果のみに焦点を当てており、豊かな
結果をもたらしうる意思決定の細やかな分析が存在しない。
そこで我々は簡単なゲームを用いて多市場接触状況の協力関係のあり方について分析するこ

とを目指す。具体的には、1.多市場接触状況とそうでない状況の協力率の違い、多市場接触状
況の内部での協力率の違いについて、これまでの研究とは少し異なった視点から分析を加える。
この分析の際に、多市場接触理論との関連も議論されるだろう。さらに、2.被験者の意思決定
プロセスに踏み込み、多市場接触状況下の意思決定がどのような特徴を持つか、当該状況下で
相互協力を達成しやすい方略は現実にはどのようなものか検討する。
本稿の構成は以下の通りである。第 2節では多市場接触に関する先行研究を理論と実験研究

に焦点を当てて紹介し、到達点と限界を明らかにする。第 3節では我々の実験研究の概要を紹
介する。第 4節では実験結果を紹介し、多市場接触下の協力率に影響を及ぼすものは何か、被
験者の意思決定に影響をおよぼすものは何か、を詳しく分析する。第 5節では多市場接触下の
意思決定が社会心理学や政治心理学で扱われる意思決定のあり方と類似性を持つことを議論す
る。最後に第 6節では結論を述べ、残された課題を提出する。

2 サーベイ
2.1 理論
本小節では我々の研究に関連がある範囲での理論研究を紹介する。多市場接触理論では他に

もOhta and Kobayashi [16]による多市場接触下の情報の伝わり方、Matsushima [18]の多市場
接触下での imperfect monitoringに関する研究、橋本 [13]による多市場接触の進化ゲーム理論
が存在するが、本研究のねらいとは異なるので割愛する。
さて、複数の企業が多市場接触下で対峙しているときの価格形成や生産量決定、R&D活動、

参入行動については 1950年代 [8]から実証研究が進められてきた [4]が、多市場接触状況の企
業の価格形成と共謀可能性について理論的に最初に分析したのは BernheimとWhinston ( [3]，
以後B&W)である。彼らは無限回繰り返しゲーム理論で多市場接触状況を捉え、リスク中立型
の効用関数を想定し、以下の理論的帰結を得た。あるゲーム (例えばB 表 2)を繰り返しプレイ
する場合と複数のゲーム (割引因子の観点からより協力しやすいゲーム A 表 1と B)を繰り返
しプレイする場合を比較すると、複数のゲームにすると割引因子が減少し、協力しやすくなる
こと、同じゲームを複数プレイしても (例えばBとB)割引因子は変化せず、協力しやすさは変
わらないことである。すなわち、多市場接触下では共謀行為が起こりやすくなる。
次に Spagnolo ( [26]、[27])はプレイヤが厳密に凹の効用関数 (例えば u =

p
x)を持つと想定

し、多市場接触状況が満たされている市場とそうでない市場との比較を行った。Spagnolo [27]
は多市場接触状況が満たされていない状況では、逸脱の生じたゲームでのみ相手が非協力を選
択すると仮定し、同時にプレイされる各ゲームにおいて異なる戦略を採用できると仮定してい
る。この状況は経済主体が複数の市場で個別に相互作用していることを示しているに過ぎない。
一方で、多市場接触状況が満たされるゲームでは、プレイヤが複数のゲームのうち一つでも

逸脱した場合、相手は全ての市場で同時に非協力を選択すると仮定する。逆にプレイヤが逸脱
を選択する場合には、全てのゲームで同時に逸脱すると仮定する。これはプレイヤが複数の市
場を意識的に連結させて判断を下すことを示している。
また、単一市場と複数市場における協力の容易さを割引因子の観点から検討すると、多市場

接触の仮定が満たされている同一利得表のゲーム、例えばゲーム BBとゲーム Bでは、協力の



容易さはまったく同じであり、その程度は多市場接触の仮定が満たされていないゲーム BBよ
りも高いことを示した。

Spagnoloの研究結果は、一見すると、多市場接触が同一のゲームにおいて構成される場合に
おいても、協力を促すという結果に見える。しかし、上で述べたとおり、Spagnoloは、多市場
接触状況が満たされていない場合のゲーム BBは、単一市場のゲーム Bよりも協力しづらいと
いう結果を述べていることが分かる。すなわち、Spagnoloは、多市場接触という用語を複数の
ゲームを同時にプレイする「多市場」の状況と、同時にプレイされるゲームで同じ選択を強制
する「接触」の仮定に分類している。
これは B&Wには希薄な視点であり、企業が多市場で対峙していても、意識的に接触させる

戦略を採らなければ意味がないことを表明している。この意味で、多市場で企業が単に対峙し
ているときの協力可能性と多市場をリンクさせた場合の協力可能性を比較すると、後者が高く
なることを示している 3。第 4節で見るように、市場を意識的にリンクさせるかどうかは多市場
接触での協力可能性を検討するときに決定的に重要であり、市場をリンクさせるか否かは、多
市場接触状況のゲームにおける戦略の一部である。spagnoloの研究は、意識的でないにせよ、
多市場接触状況のゲームにおけるプレイヤの戦略を分析する重要性を示唆していたといえる。

2.2 先行実験
Feinberg and Sherman [9]は 4 £ 4の利得表を使用した多市場接触の実験を行った。利得表

は全て同じ構造を持っていた。ラウンド数は被験者に知らせず、16ラウンド実施した。彼らは
2つのトリートメントを実施した。トリートメント 1は多市場接触であり、2人のプレイヤが同
じ構造を持つ３つの利得表を同時にプレイした。トリートメント 2は単一市場接触であり、プ
レイヤは 3つのゲームを同時にプレイするのだが、それぞれの対戦相手は異なる。
実験の結果は以下のようである。同一対戦相手の実験 (多市場接触)の平均価格は、異なる対

戦相手 (単一市場)の平均価格よりも高かったが、9 % 検定の水準で有意であった。
この研究では我々の実験で言う Bと BBBの比較を行ったことになる。しかし、同じゲーム

を 2つプレイするトリートメントが欠落するという不備が存在する。また、利得表の選択肢が
8つ (実質的には 4つ)になったことが被験者の意思決定にどのような影響を与えたか不明であ
る。最初に実験すべきは選択肢が 2つの場合の利得表である。
次に多市場接触に関する研究を行ったのは、Phillips and Mason [21]である。この研究は、

B&Wとほぼ同時期に発表された研究で、B&Wとの関係を明示している。実験ではクールノー
の複占市場モデル (異なる 2つの 22£ 22の利得表)を用いて、単一市場実験と多市場接触実験
を行った。終了回数は明記しなかったが、実験では多市場接触状況と単一市場接触状況 (通常
の IPD)の実験が実施され、29～43回の意思決定がなされた。実験の結果、多市場接触状況で
の販売量が単一市場実験における販売量よりも低いことが分かった。これは多市場接触状況で
共謀関係が成立していることを示唆している。この結果から、彼らは B&Wの理論と実験結果
が整合的であると主張した。
しかし、実験の継続回数から主観的割引因子はかなり高いと想定される。このとき生産量は

どの市場でも等しいという理論予想と彼らの主張が乖離している可能性がある。29～43回の意
思決定では、割引因子が「単一市場よりも多市場接触状況で協力率が高くなる」と予想される範
囲に入っているかどうかは不明である。また、この研究では被験者が同じゲームを複数プレイ
する多市場を検討していない。よって協力率の変化が利得表が追加された効果によるものなの
か、追加された利得表が単一市場のものより協力しやすいために起こるのか、よく分からない。

3B&Wではこのような比較をしても協力可能性は全く変わらない。



Phillips and Mason [22]は [21]と同じ利得表を用いて実験を実施した。クールノー複占の多
市場接触下では生産量が減少することを確認した後に、過去 2期間の意思決定を計量経済学的
に分析している。しかし、分析されたのはペアの意思決定であり、個人の意思決定ではないの
で、個々のプレイヤがどのような戦略を採用したかは分からない。

2.3 理論・実験の問題点
本小節では既存の理論と実験の不備について述べ、本研究でそれらを可能な限り減少するた

めに行ったことを述べる。最初に既存の理論の未整備な点について述べる。B&Wと Spagnolo
の研究では多市場接触のとらえ方が異なる。B&Wは多市場接触下で経済主体は自発的に 2つ
の市場を連結させて意思決定を下すと想定している。一方 Spagnoloは経済主体が複数の市場で
対峙しているとしても、市場を自発的に連結させるとは必ずしも考えていない。多市場接触理
論と言っても共通項は経済主体が複数の市場で同じ競争相手と相互作用している点だけで、自
発的に市場を連結させるかどうかについては相違がある。実験を行う際には、被験者は適応的
に振る舞うために、自発的な市場の連結が発生するかどうかを考慮する必要がある。
次に多市場接触に関する既存の実験研究についての不備を述べる。まず、割引因子に関する

問題がある。既存研究は殆どが割引因子を厳密に考慮していない 4が、その理由が明確ではな
い。B&Wや Spagnoloの多市場接触理論を厳密に検証しようとするならば、割引因子の厳密な
統制が欠かせない。また、割引因子の厳密な統制を行わないならば相応の理由があるはずだが、
その点についても議論がない。
私見では割引因子を統制すると長期的な挙動がチェックできない 5という問題を孕む。本研究

のような意思決定の分析には、割引因子の厳密な統制は不向きかもしれない。
さらに、既存研究は帰結のみの分析に終始している点で問題がある。分析については、さら

に多市場接触の中のゲームBと単一市場接触のゲームBを比較しているだけで、多市場接触が
意思決定に及ぼす影響について十分分析していない。また、既存研究は実験計画が複雑で、ど
のような意思決定をしているか分からない。
よって、本研究では、先行研究とは異なり、簡単な利得表を用い、あえて割引因子を厳密に

統制せず、長期間多市場接触が続く状況で実験を行った。このようにすることで、多市場接触
下の被験者が長期的にどのようなプロセスを経て、どのような意思決定を下すか分析できる 6。
特に被験者が市場を意図的に連結させるかどうかを検討できる。また、分析についても多市場
接触における意思決定を総合的に把握するために、既存研究のような同じゲーム同士の協力率
の比較は行わない 7

もちろん、割引因子の厳密な統制という点からは、本研究だけでは多市場接触の研究として
完璧ではない。そこで第 6節でも述べるように割引因子を考慮した実験も実施する。

3 実験デザイン
本節では我々が実施した実験デザインを述べる。まず利得表は表 1から 3に示されている。

割引因子の観点から見ると利得表Aがもっとも協力しやすく、BとB’はほぼ同程度の協力しや

4多市場接触に関連した実験で厳密に行っているのは [6]である。変則的に行っているのは [22]である。
5川村・小川 [17]はランダムストップルールで実験を終了させる代わりに、利得を実際に割り引くことで長期間

ゲームを続ける方法を提案している。
6手法は異なるが、意思決定プロセスを解明した研究に [24]などがある。
7このような比較は、ゲーム Bとゲーム BBではどの Bとどの Bを比較するかに恣意性が残るため難しい。



すさである。B’を実験で採用した理由は第 4.1節で述べるチャネルの考え方と関連するので、
そこで詳しく述べる。謝金については、シングルゲーム、マルチゲームで平均利得をなるべく
同じにするため、以下のスキームを用いた。x£

P
10

i=1
ºi + 800である。ただし、ºiは全てのラ

ウンドの中からランダムに選ばれたラウンドの利得で 10ラウンド分選択する。選ばれるラウン
ドは全ての被験者に共通である。マルチゲームにおいては選ばれたラウンドのすべてのゲーム
の合計利得が謝金計算に使用される。xはシングルゲームでは 0.4、ゲーム数 2では 0.2、ゲー
ム数 3では 0.13である。
表 4に各実験日の概要が示されている。実験はKEEL (京都産業大学経済実験室,Kyoto Sangyo

University Experimental Economics Labolatory) において、2005年の 6、7、10月、2006年 3、
11月に実施された。被験者は「一つの実験を通じて対戦相手は同一であるが、誰が対戦相手か
わからない」ことを知っている。一連の実験は最低でも 80ラウンド以上のゲームから構成され
ている。マルチトリートメントでは、複数の利得表について選択肢を１つずつ選ぶ。被験者に
は実験が何回で終了するかは伝えない。被験者の割引率に関しては厳密な統制を行わない。ま
た、実験終了後に、実験開始当初ゲームが何ラウンド程度継続するかを尋ねた日もあった。

4 実験結果
4.1 分析に必要な概念の導入
本節では以後の分析に必要な概念を説明する。ここで紹介される諸概念は従来のゲーム理論

で展開される概念を基に、多市場接触状況の特徴を考慮して考案されたものである。
まず、チャネル概念はワンショットのゲームの戦略の中で、重複したものをまとめたもので

ある。すなわち、多市場接触下でプレイヤが選択可能な実質的な選択肢である。以下、定義を
述べる。シングルゲームでは、チャネルと戦略が必ず一致する。しかし、多市場接触状況では
チャネルと戦略が一致しないケースがある。具体的には以下の通りである。 BBトリートメン
ト：戦略は 4つ存在するが、CDとDCは実質的に同じなので、チャネルの考え方では 1つにま
とめられ、チャネル数は 3つになる。BBBトリートメント：戦略は 8つ存在するが、CCDと
DCC、CDCは実質的に同じであり、また、DDC、DCD、CDDは実質的に同じなので、チャ
ネルの考え方では 1つにまとめられ、チャネル数は 4つになる。
チャネル概念を基にすると、多市場接触の実験に際してBB、BBB、AB、BB’の 4つを実験

する必要があることが分かる。利得表の数を一定にしたまま 3チャネルから 4チャネルに増や
しただけの効果を見るために、BB’と BBの比較が必要である。次に BB’と BBBを比較する
ことでチャネルが一定で利得表の数が増えた効果が検討できる。最後にBB’とAB を比較する
と、利得表とチャネルの数を一定に保ったときの利得構造の変化だけを検討できる。
この概念を導入することで、Spagnoloの理論研究を踏まえた上で、多市場接触を一層深く分

析することができる。第 2節で述べたように、Spagnoloは、多市場接触を「多市場」と「接
触」に分類したことで、B&Wの研究では指摘されていなかった同一の利得表での多市場接触
の効果を分析した。Spagnoloの研究成果はより広範な多市場接触状況の分析を可能にした。し
かし、Spagnoloは多市場接触をあくまで「状況」として分析したため、より厳密かつ広範な多
市場接触の分析に踏み込むことは出来なかった。
多市場接触を状況ではなく１つの新しいゲームの形として捉えることが重要である。多市場

接触を新しいゲームとして捉えることで、従来の繰り返しゲーム理論における戦略概念を基礎
に、多市場接触における戦略の定義およびそれらの戦略を採用するプレイヤの意思決定に関す
る分析が進められる。その結果として、多市場接触の持つ理論的重要性が検証できる。ここで



多市場接触下の戦略を定義する。多市場接触における戦略とは、複数のゲームにおける対戦相
手の過去の選択あるいは自分の過去の選択を所与として、今期の全てのゲームの選択を決定す
るアルゴリズムのことである。
チャネル概念と多市場接触における戦略の考え方を念頭に置くと、単一市場のTFT [2]を基礎

に多市場接触下の TFT–R-TFT,S-TFT,T-TFT–の存在が明らかになる 8。この分類によって、
第 4.3節で見るように、プレイヤの協力行動の様子を詳細に検討できる。この分類は多市場接
触が 3以上のゲームの組合せによって構成される場合も基本的枠組みを変更せずに使用出来る。
具体的にはR-TFTとT-TFTに修正を加えるだけでよい。今、n個のゲームによって多市場接
触が構成されているとしよう。k (k < n)個以上のゲームで対戦相手が協力を選択した場合、全
ての利得表で協力を選択するという戦略は k-T-TFT戦略と呼べる。同様の場合に全ての利得
表で裏切りを選択する場合は、k-R-TFT戦略が定義できる。このように戦略の定義を行えば、
従来の繰り返しゲームにおける戦略の 3種類のバリエーションを用いて、多市場接触の任意の
戦略を記述できる。

T (olerant)-TFTは以下のアルゴリズムで表現される。相手が 1期前に裏切ったゲームの数
がプレイしているゲームの数よりも少ない場合、今期自分は全てのゲームで協力する。相手が 1
期前に裏切ったゲームの数とプレイしているゲームの数が等しい場合、今期自分は全てのゲー
ムで裏切る。本戦略の採用者は全てのゲームで協力、または裏切りを選択するので、使用され
るチャネルが減少する。

R (igid)-TFTは以下のアルゴリズムで表現される。相手が 1期前に裏切ったゲームの数が 1
以上であれば、今期自分は全てのゲームで裏切る。相手が裏切ったゲームの数が 0であるとき
だけ、今期自分は全てのゲームで協力する。本戦略の採用者は全てのゲームで協力か裏切りを
選択するので、使用チャネル数は減少する。以上 2戦略は、程度の違いはあれ、対戦相手の過
去の行動に対してしっぺ返しを行う。
最後に S (eparate)-TFTは以下のアルゴリズムで表現される。BB、BBBなどのように同じ

ゲームを複数プレイする状況では、相手が 1期前に裏切ったゲームの数と今期自分が裏切るゲー
ムの数で定義される。数さえ同じであれば利得構造は等しいので、どのゲームで裏切っても構
わない。一方、AB、BB’などのように異なる複数のゲームをプレイする状況では、相手の 1期
前の行動と今期の自分の行動が完全に一致している必要がある。また、複数のゲームをプレイ
する状況で逆TFT 9は逸脱行動と見なす。本戦略採用者は対戦相手の 1期前の行動に対してオ
ウム返しをするだけなので、チャネルは減少しない。

3戦略の詳細については表 5および 6に示されている。これらの戦略は、既存の繰り返しゲー
ムにおける戦略の定義を、多市場接触という新しいゲームのルールに応じて素直に解釈し直し
ただけであるが、これまで述べられたことはほとんどなかった。その理由は多市場接触状況を単
にゲームが複数集まった状況と認識しているレベルにとどまっていたからである。第 2.2節で
も述べたように、既存の実験研究は、多市場接触状況を分析する際には多市場接触の中のゲー
ムBと単一市場接触のゲームBの比較にとどまっていた。これでは多市場接触が生み出す独自
の効果を十分分析できない。
ゲームを複数集めるだけで多市場接触が成立するという考え方が支配的であるのも、このよ

うな戦略が注目されなかった原因かもしれない。従来の多市場接触の理論研究は、個々の利得

8トリガー戦略についても 3種類考えることが出来る。本研究は分析の際にトリガー戦略を考慮していない。我々
がプレイヤの意思決定がゲーム理論が通常想定するようないわゆるプログラム化されたプレイヤではなく、プレイヤ
がゲームの中で適応的に意思決定をすると考えているからである。TFT戦略は繰り返しゲーム理論の中でサブゲー
ム完全均衡となりえず、高々ナッシュ均衡に過ぎないことを踏まえてもなお、プレイヤが対戦相手と相互作用する
際には重要であると考え、本研究ではトリガー戦略ではなく、TFT戦略を採用する。

91期前に対戦相手が協力したゲームで裏切り、裏切ったゲームで協力する行為。



表における繰り返しゲームの連結として、複数の利得表で構成される繰り返しゲームのダイナ
ミクスを分析している。一方で、従来の研究は複数の利得表の連結それ自体が、ワンショット
のゲームにおいても新しいゲームとして定義される認識が欠けている。従って、複数の利得表
の選択肢の本質的な組み合わせという、ワンショットの複数の利得表連結が産み出す新たな現
象として定義されるチャネルの概念も、マルチゲームの文脈では定義され得ず、この概念を用
いた 3種類の TFT戦略の定義もなされなかった。
これまで３つのTFTが殆ど分析されなかったのはTFT自体の定義にも由来するだろう。TFT

戦略は、今期に一期前の相手の手を返すというアルゴリズムで表現される。利得表が複数になっ
た場合、単純にこのアルゴリズムを採用すべきか否かは議論されるべきである。本論文では、こ
のアルゴリズムに基づく多市場接触におけるTFT戦略を S-TFT戦略と定義している。しかし、
TFT戦略の本来の定義に立ち戻って考えれば、多市場接触下では「オウム返し」なのか「厳し
い罰則」なのか、「寛容な罰則」なのかを明確に区別しなければならない。それは多市場接触下
では裏切り的行為が 2種類考えられるからである。すなわち、いずれか一つの利得表における
裏切りという選択と全ての利得表での裏切りという選択のふたつである。これらに対してどの
ような態度で臨むかで TFT戦略の中身が変わる。
本論文はチャネル概念を始めとしたワンショットの多市場接触を新たなゲームのルールとし

て捉えることで初めて得られる概念を用いて、多市場接触状況を分析する立場をとる。この立
場を採用することで、以下に述べる被験者の意思決定の詳細な分析が可能となる。

4.2 全体の結果
繰り返し無し・二元配置 (ラウンドとトリートメント)の分散分析を、トリートメント BBB

に揃えるために 78ラウンド分のデータに対して行った結果 (表 8)、1%水準で協力率に有意な
差があった。詳しく検討すると以下のようになる。チャネルの数だけが増える時の協力率の変
化 (B, BB, BB’)については有意差がある。すなわち、チャネルが増える毎に協力率は減少す
る。チャネルの数が等しいとき (Aと B)、B よりも協力しやすい利得表 Aの方が有意に協力
率が高い。チャネルの数が等しいとき (ABと BB’、BBB)、ABが協力率が最も高く、次いで
BBB、BB’となる。BBBとBB’については前半のみ有意差があり、ABとBBBについては後
半のみ有意差がある。ABの協力率は最終的にチャネルが１つ少ない BBに匹敵する。
以上からチャネルが増えると協力率が下がるが、チャネルの数が同じであれば、協力しやす

い利得表の存在が協力率の増加の決め手になる。特にチャネル数が 4つの時にAが存在するこ
とは協力率を大きく押し上げる効果を持つ。チャネル数が 4 つの時に、協力率を増加させたい
ときには、利得表の数を増やせばいいのではなく、協力しやすい利得表を増やす必要があるこ
とが分かる。チャネルが 4つの時に、BB’と BBBで協力率に目立った差異がなかったことは
「チャネル数を増やすときに、同じゲームの数を増やしても殆ど同じ構造のゲームを増やしても
協力率に有意な差は出ない」ことを意味している。ゲームの数を増やすこととゲームの構造を
微調整することに本質的な差はないのである。
協力率変化が「協力率変化＝チャネル数変化の影響＋利得構造の変化」に分離できることをふ

まえると以下のようになる。BB!BB’では「協力率変化＝チャネル数変化の影響 (°)＋利得構
造の変化 (ª= 0)<0」となった。BB!BBBでは「協力率変化＝チャネル数変化の影響 (°)＋利
得構造の変化 (0)<0」となった。BB’!BBBでは「協力率変化＝チャネル数変化の影響 (0)＋
利得構造の変化 (0)=0」となった。BB’!ABでは「協力率変化＝チャネル数変化の影響 (0)＋
利得構造の変化 (+)<0」となった。BB!ABでは「協力率変化＝チャネル数変化の影響 (°)＋
利得構造の変化 (+)=0」となった。



ゲーム開始当初に被験者が平均 50ラウンド程度継続すると想定していた 10ことを踏まえる
と、このような結果は多市場接触理論が予想する状況とは異なる。多市場接触状況が非常に長
い期間続くときには、各トリートメントの協力率が同じ水準になるのではない。チャネル数の
変化と利得構造の違いが協力関係構築に実質的な影響を及ぼすのである。
では、マルチトリートメントにおいて高い協力率を示したのはどのような戦略を採った被験

者だろうか。次節ではマルチトリートメントにおいて相互協力を達成した被験者に焦点を当て
て分析を進める。彼らの戦略を分析することで、多市場接触下で協力関係構築を容易にするに
はどのようにしたらよい下の手がかりが掴める。

4.3 マルチトリートメントにおける行動分析
マルチトリートメントにおいて、相互協力を達成する可能性が高い戦略を同定するため、最

初にマルチトリートメントの被験者の協力率と意思決定について検討する。次に協力率と被験
者の意思決定の分類について議論する。最後に、被験者の意思決定の中から相互協力状態を達
成する可能性が高い戦略がどのようなものであるか明らかにする。なおこの節では、75%以上
の協力率だった被験者に 3を、75%未満 25%以上の被験者に 2、それ未満の被験者に 1を割り
当てて分析を進める。1人が高協力者だったとき、そのペアも高協力者である場合が殆どであ
る。1人だけが高協力者の場合は、そのペアは 3にきわめて近い 2であった。
被験者はラウンドが進むとともにどのように振る舞ったのか？表 9を見て欲しい。これらの

表は被験者が選んだチャネルのうち、非対称な意思決定に注目している。まず、表 9の上部を
見ると、被験者は全てのトリートメントで非対称な意思決定の割合を減少させていることが分
かる (ただし BBは統計的に有意ではなかった)。非対称な意思決定は協力するでもなく、裏切
るわけでもない中途半端な意思決定と言え、被験者はトリートメントが進むとこれらの選択肢
を採ることを回避することが分かる。また、表 9の下部は高協力者の被験者について注目した
ものである。高協力者は、他のタイプの被験者と比べて最初から非対称な選択肢を選ばない傾
向にあり、その傾向が後半にはより顕著になっている。
以上から被験者は、前半から後半に進むにつれ、非対称な意思決定を減少させること、特に

高協力者は最初からその傾向が強く、ラウンドが進むにつれ一層その傾向が強化される–特に
チャネル数が 4のトリートメントではその傾向が有意である–ことが分かった。このような傾向
を Channel Reduction と呼ぶ。被験者は市場を意識的に連結させた意思決定を行っていた、特
に高協力者では市場を連結させた意思決定が多く採用されたと言える。
次に被験者の意思決定を分類し、どのような戦略を採った被験者が協力率が高いかを検討す

る。被験者の意思決定の候補としてS-TFT、T-TFT、R-TFT、UC、UD、CC、DCを想定する。
まず、3つの TFTについて意思決定の分類法を述べる。特にどの TFTか判別がつかないと

き (対戦相手が 1期前にすべてのゲームで協力 (逸脱)したのに対して同じ意思決定を選ぶ)、以
下の方法で意思決定を分類した。区別のつくTFTがある直近ラウンドまで遡り、そこで選ばれ
ているTFT戦略を当てはめる。区別のつくTFTが過去に存在しないときは、識別不可能であ
る。区別のつくTFTがある直近ラウンドまでの間に存在するTFT以外の意思決定は無視する。
次にそれ以外の意思決定について説明する。UCは対戦相手が全てのゲームで裏切ったときに

次ラウンドで自分が全てのゲームで協力を提示する意思決定である。UD はUCとは逆で、対
戦相手が全てのゲームで協力を提示したときに次ラウンドで自分が全てのゲームで裏切りを提
示する意思決定である。

10最小想定回数は 2回であったが。これでもその被験者の主観的割引因子は 0.5である。我々が使用した利得表
では、理論上協力率に有意な差はないことになる。



CCは対戦相手が前ラウンドで協力したゲームよりも多くのゲームで協力する。CCの一部は
T-TFTと重なるので、この意思決定については T-TFTに分類した。DCは対戦相手が前ラウ
ンドで協力したゲームの数以下のゲームで協力する。詳細は表 5および 6に載っている。
この方法でマルチトリートメントの意思決定を分類し、クラスター分析を行った結果11が表 10

および図 2から 17である。どのトリートメントでも協力率を高めているのはT-TFTを中心に
選択した被験者グループと (対戦相手に恵まれたのも大きいが)TFTを選択し、初期から協力
関係が成立した被験者グループであることがこれらの図表から分かる。R-TFTを中心にしたグ
ループの中にも協力率が高い被験者は存在するが、その割合は小さい。一方で S-TFT中心の戦
略を採用した被験者は協力率がほとんど上昇しなかった。

T-TFTを採用したプレイヤの多くが協力率が高いのは自明かもしれない。しかし、プレイヤ
が搾取を嫌うならば T-TFTを選ばずに他の方策を探ることも可能であろう。そういったこと
をせずに T-TFTを選び続けられたのは、UDや CDの存在である。これらが効果的に使用さ
れて、T-TFT戦略をとることでさらされる搾取のリスクを和らげたのである。また、R-TFT
のプレイヤの中で協力率が高くなった者は、R-TFTを用いることで発生する対戦相手の「対戦
相手は協力することを厭っているのでは？」という疑念を和らげるために効果的に CCを使用
する。

T-TFTを採用することで搾取に対する懲罰が可能になるとともに対戦相手への協力の余地を
残すか、R-TFTを採用することで搾取に対する強力な懲罰を行うとともに対戦相手に協力の誘
因をもたらす措置を講じる戦略を高協力プレイヤは採用した。本実験で見られたように、プレ
イヤが高協力率を維持するためにこれらの戦略を選ぶことを、我々は Cooperation Induction
と呼ぶ。
以上から、使用可能なチャネルのうち一部だけを用い、その上で対戦相手にも協力関係を構

築させるインセンティブを与えることが、プレイヤが高協力を維持するための実践的な方略で
あることが分かった。我々はこのような戦略をChaRCIS (Channel Reduction and Cooperation
Induction Strategy)と呼ぶ。

5 議論
本節では最初に我々の実験の観点から先行研究を議論する。先行の実験研究は基本的に多市

場接触化が協力を促すことを明らかにしてきた。これは我々の結果とは異なる。しかし、先行
研究の被験者がの多くが ChaRCIS的な意思決定をしてたとするならば、多市場接触化で協力
率が高くなったのも間違いではない。我々は先行研究の穴を埋めるべく、意思決定分析を行っ
た。この点が先行研究と我々の研究の大きく異なる点である。
実験社会心理学の考え方に、目的 /期待理論がある [23]。この理論は繰り返し囚人のジレン

マ状態にあって、相互協力状態を達成するための条件を考察したものである。本研究の被験者
の中で、対戦相手から必要以上の搾取をされずに高協力率を維持した被験者は、対戦相手も高
協力率であるケースが殆どだった。この事実を考慮すると、被験者は多市場接触下で相互協力
というゴールを目指すべく試行錯誤したことが分かる。しかし、多市場接触は通常の囚人のジ
レンマ環境よりも難しい状況である。そういった状況で目的 /期待理論に沿って行動しようと
するならば、ChaRCISに見られる意思決定を行う必要があろう。
次に ChaRCISがGRIT戦略 [19]と関係を持つことを議論する。GRIT戦略は冷戦時代の中

11分析には JMPに付属しているクラスター分析ツールを用いた。具体的には K°means クラスター分析で、標
準偏差でデータを標準化し、標本抽出率を使って距離をシフトさせる方法を用いた。クラスター数は 4つ (BBBは
外れ値が存在したために 6つ)に固定した。



盤に議論されたもので、相手が同じことをするだろうとの期待を込めて、一方的な妥協をする
ことで、徐々に雪解けをはかる戦略である。もちろん、相手の一方的な搾取的行動に対しては
実行力のある反応を行うことも織り込んでいる。Osgoodはこの戦略が相互協力への正のスパ
イラルをもたらすと考えた。ただ、ゲーム理論的状況を明示的に意識していたわけではない。

GRIT戦略を成功させるための有力な方策の 1つとして CharCIS がふさわしい。というの
は、政治の世界ではたとえ 2国間関係であっても経済問題や軍事問題などで多市場接触が存在
しているからだ。ただし、相互協力状態を達成するためには、R-TFTが主導するタイプがよい
のか、T-TFTが主導するタイプがよいのかは実際の状況を吟味する必要がある。
さらに、多市場接触下の相互協力誘発戦略であるChaRCISを、制度間に働く補完性 (たとえ

ば [28])の源泉として捉えることもできる。ここで制度とは共有認知の産物とみなされる [1]。
複数の制度が互いに関連しつつ安定している状態は、制度が相互補完関係にあるために生じる。
スタンフォード学派の考え方を援用して、ゲームがプレイされている状況を顕在的制度 12とす
ると、ChaRCISは潜在的制度と潜在的制度をどのように結びつけ、顕在的制度として析出させ
るかを考えるための有効な手がかりを示している。
補完性に対するChaRCISの役割を見るために、人々が様々なゲームのルールの中から xと y

を関連させて使用したいと考えているとしよう。彼らはルール xと yに ChaRCISを適用する
ことで、ゲームのルール xと yを連結できる。一旦ルールが連結されると、ルール xを使用す
るならばルール yも使用した方がよい、という意味で補完性が発生する。もちろん、ルールの
連結が成功するかどうかは、ルールの中身に依存する。また、どのルールを連結させても構わ
ないが、ルールの組み合わせは連結の強さに影響を与えることに留意する必要がある。高い成
果が上がれば、連結は一層強くなり、ルール xと yが連結された状態が継続する状況が生まれ
る。このときルールの連結は人々の間で長期間観察され、人々の共有認知となり、制度として
確立する。それぞれのルールが相互補完関係を持つことで、顕在的制度として成立する。
以上の状況を本研究の観点から説明する。複数の利得表が同時にプレイされる場合、ChaRCIS

の戦略が利得表というルールの構成要素を連結する。ルールが連結されることで形成された新
しい制度は、同じルール間 (BB,BBB)でも、異なるルール間 (BB’,AB)でも観察された。これ
は各トリートメントでChaRCISを用いて相互協力状態を構築したペアについて当てはまる。新
しい制度が生じたのはこの制度が高いパフォーマンスを発揮したからである。ChaRCISという
ルールの連結を伴う戦略は、相手に対して意思表示が明瞭なので相互協力状態を誘発し易い。そ
の結果、ルールが連結された状態において各プレイヤは高い協力率を達成することができ、個々
のプレイヤの利得は高くなる。つまり、ChaRCISによるゲームの連結という状態は、プレイヤ
に高い利得をもたらす。それゆえプレイヤに支持される。従って、相互にCharCISを採用しあ
う状態が長期的に観察され、ChaRCISを通じたゲームの連結が共有知識として制度化する。
注意すべきは、人々が「ChaRCISでゲームを連結させている」ことを共有認知する状態に到

達して初めて、それが制度となる点である。互いのプレイヤがChaRCISを採用しあっている状
況だけでは、スタンフォード学派の定義では制度とは見なされない。相手プレイヤがChaRCIS
を採用し、ゲームを連結させていると認識した上で自分がゲームを連結させるためにChaRCIS
を採用し、同時に、相手プレイヤも自分が ChaRCISを採用していることを理解している状態
が安定して継続すると、「ChaRCISでゲームを連結させる状態」が制度となる。CharCISは相
手プレイヤの逸脱に対する罰則を備えた戦略であり、互いにCharCISを採用する状態からの一
方的な逸脱は合理的ではない。従って相互に ChaRCISを採用する状態は長期的に続く可能性
が高い。このとき初めて、ChaRCISによるゲームの連結が共有知識となる。

12ゲームのルールを潜在的制度とし、数多く存在するゲームのルールの中から実際に選ばれ、プレイされている
ゲームのルールを顕在的制度と呼んでいる。また、ここでルールとは利得構造、情報構造、手番のことを指す。



議論の最後に、我々の研究の不備について述べる。我々の研究には割引因子を厳密に統制す
る点が欠けており、批判の対象となる可能性がある。しかし、第 2.3節で議論したように割引
因子を統制すると、被験者の長期的な意思決定を観察することはほぼ不可能である。また、割
引因子を厳密に統制したトリートメントでは、相互協力を導くような意思決定をうまく抽出で
きないかもしれない。というのは、実際の意思決定ではゲームが終わる可能性をほとんど考慮
しない。企業での同僚との相互作用や友人関係は、将来的にその同僚と仕事をしない (その友
人と関わらない)可能性を考慮して築かれるわけではない。このような状況を分析するには、割
引因子をあえて考慮しない方がよいだろう。このように割引因子の厳密な統制は我々の関心か
ら離れたところにある。とはいえ、標準的な多市場接触理論を検証するためには無限回繰り返
しゲーム理論の枠組みが不可欠であり、割引因子を厳密に統制する必要があろう [5]。

6 結語
本研究は多市場接触状況が長期的に続くときの協力率の違い、協力状態を達成するための戦

略を分析した。チャネル概念と 3つの TFT戦略という新しい概念を考案し、分析を行った結
果、被験者はR-TFTやT-TFTを中心に用いたChaRCISを採用して相互協力状態を達成しよ
うとしたことが分かった。これらはチャネル削減を通じて複雑な意思決定を避けるだけでなく、
対戦相手に過度の搾取をされることなく相互協力状態を達成する可能性が高い。
ここで得られた意思決定は複雑な状況の人々の協力関係構築のあり方に重要な示唆を与える。

個人レベルの意思決定だけでなく、企業が多くの市場でどのような意思決定をするかを分析す
る際に新たな視点を提供するだろう。さらには制度分析にも拡大できる可能性も議論した。
多市場接触の長期的な影響を本研究では分析したが、割引因子を厳密に統制した実験の実施 [5]

が残されている。次の研究は割引因子を統制したものになろう。
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X Y

X 800, 800 0, 1000

Y 1000, 0 210, 210

表 1: 利得表A

A B

A 800, 800 0, 1000

B 1000, 0 350, 350

表 2: 利得表 B

M N

M 780, 780 0, 1000

N 1000, 0 260, 260

表 3: 利得表 B

The Evolution of percent cooperation

0.4000

0.4500

0.5000

0.5500

0.6000

0.6500

0.7000

0.7500

0.8000

round (10 round)

percent cooperation

A
B
BB
AB
BB'
BBB

A 0.7625 0.7000 0.6875 0.7063 0.7313 0.7438 0.7656 0.7625 0.7292 

B 0.5548 0.6119 0.6929 0.7452 0.6690 0.6452 0.6667 0.7333 0.7738 0.7357 0.6833 0.6667 

BB 0.5429 0.5339 0.5848 0.6036 0.6161 0.6804 0.6982 0.6732 0.6779 

AB 0.4900 0.4750 0.4688 0.5875 0.6575 0.6088 0.6288 0.6813 0.7100 0.7138 0.7150 0.7063 

BB' 0.4096 0.4385 0.5269 0.4865 0.5019 0.4904 0.4692 0.5481 0.5308 

BBB 0.4400 0.5100 0.5133 0.5378 0.4989 0.5244 0.4856 0.5000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

図 1: 平均協力率の推移 (10ラウンド毎)

実施日 実験 被験者数 ラウンド数 平均支払額
2005.6.1 B 26 123 3,550

2005.6.4 AB 22 123 3,210

2005.7.6 B 16 116 3,550

2005.7.9 AB 18 116 3,510

2005.10.12 BB 18 96 3,970

2006.10.15 BBB 18 78 3,500

2006.3.3 A 14 83 3,800

2006.3.4 BB 16 84 3,500

2006.11.22 BB 22 91 3,530

2006.11.25 BBB 12 82 3,040

表 4: 実験プロフィール



Opponent Player Strategy

00 00 TFT

00 10 CC

00 01 CC

00 11 UC

10 00 R-TFT

10 10 S-TFT

10 01 S-TFT (BB)/ DC

10 11 T-TFT

01 00 R-TFT

01 10 S-TFT (BB)/ DC

01 01 S-TFT

01 11 T-TFT

11 00 UD

11 10 DC

11 01 DC

11 11 TFT

表 5: ゲーム数 2の戦略分類

Opponent Player Strategy

000 000 TFT

000 100 CC

000 110 CC

000 111 UC

100 000 R-TFT

100 100 S-TFT

100 110 CC

100 111 T-TFT

110 000 R-TFT

110 100 DC

110 110 S-TFT

110 111 T-TFT

111 000 UD

111 100 DC

111 110 DC

111 111 TFT

表 6: ゲーム数 3個の戦略分類

all all前半 all 後半 78 78 前半 78 後半
A (83) 0.7323 0.7150 0.7500 0.7316 0.7147 0.7484
B (116) 0.6821 0.6531 0.7110 0.6630 0.6484 0.6777
BB (84) 0.6194 0.5699 0.6688 0.6161 0.5646 0.6676
AB (116) 0.6172 0.5450 0.6894 0.5726 0.5010 0.6442
BB’ (92) 0.4887 0.4707 0.5067 0.4820 0.4655 0.4985
BBB (78) 0.5013 0.5000 0.5026 0.5013 0.5000 0.5026

表 7: 各トリートメントの協力率：マルチゲームの協力率は全てのゲームの協力率の平均

変動要因 変動 自由度 分散 観測された分散比 P-値
ラウンド (1° 78) 0.806624 77 0.010476 3.278254 1.52E-14
トリートメント 3.57018 5 0.714036 223.4509 2E-111
ラウンド (1° 39) 0.306157 38 0.008057 2.419445 4.88E-05
トリートメント 1.856304 5 0.371261 111.4894 1.43E-54
ラウンド (40° 78) 0.113971 38 0.002999 1.799942 0.005565
トリートメント 1.994844 5 0.398969 239.4354 5.44E-80

表 8: 分散分析

All Players 前半 10 後半 10 前半 01 後半 01 前半 10 または 01 後半 10 または 01

BB 0.1021 0.0801 0.0655 0.0664 0.0838 0.0733

BBB 0.0812 0.0291
§§§

0.1485 0.0573
§§§

0.2297 0.0863
§§§

BB’ 0.0779 0.0414
§§

0.1036 0.0404
§§§

AB 0.1192 0.0801
§§§

0.0583 0.0340
§§§

Cooperative Players 前半 10 後半 10 前半 01 後半 01 前半 10 または 01 後半 10 または 01

BB 0.0301 0.0167 0.0067 0.0089 0.0188 0.0131

BBB 0.0284 0.0303 0.0380 0.0186
§

0.0286 0.0245

BB’ 0.0103 0.0000 0.0385 0.0026
§§

AB 0.0723 0.0000
§§§

0.0186 0.0000
§§§

表 9: チャネルの減少:§は片側検定において 10%水準で有意な差、§§は 5%水準、§ § §は 1%水
準で有意な差



BB T R S UC UD Coop Dev 分類 (人) うち高協力者
1 0.082 0.806 0.095 0.018 0.057 0.038 0.013 8 1
2 0.763 0.142 0.148 0.014 0.031 0.030 0.025 10 7
3 0.923 0.923 0.919 0.033 0.024 0.011 0.006 16 13
4 0.128 0.241 0.409 0.041 0.038 0.121 0.046 22 2

BBB T R S UC UD Coop Dev 分類 (人) うち高協力者
1 0.000 0.286 0.013 0.000 0.507 0.013 0.182 1 0
2 0.042 0.740 0.093 0.025 0.031 0.060 0.035 10 3
3 0.520 0.520 0.520 0.156 0.000 0.325 0.000 1 0
4 0.930 0.905 0.920 0.007 0.015 0.007 0.011 7 3
5 0.060 0.145 0.621 0.008 0.000 0.117 0.075 5 3
6 0.742 0.097 0.100 0.020 0.020 0.065 0.022 6 3

BB’ T R S UC UD Coop Dev 分類 (人) うち高協力者
1 0.196 0.357 0.162 0.054 0.058 0.115 0.099 8 0
2 0.935 0.044 0.055 0.010 0.000 0.039 0.005 5 4
3 0.075 0.833 0.143 0.012 0.013 0.039 0.016 9 2
4 0.510 0.510 0.964 0.010 0.019 0.007 0.000 4 4

AB T R S UC UD Coop Dev 分類 (人) うち高協力者
1 0.840 0.074 0.030 0.043 0.004 0.013 0.017 6 5
2 0.169 0.193 0.657 0.009 0.054 0.067 0.056 7 0
3 0.132 0.615 0.151 0.027 0.022 0.088 0.075 20 5
4 0.994 0.994 0.994 0.002 0.004 0.000 0.000 7 5

表 10: クラスター分析結果
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図 2: AB　クラスター１:T-TFT中心のクラスター
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図 10: BB’　クラスター１:T-TFT中心のクラスター
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図 11: BB’　クラスター２:T-TFT中心のクラスター
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図 12: BB’　クラスター３:R-TFT中心のクラスター
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図 13: BB’　クラスター４:S-TFT中心のクラスター
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図 14: BBB　クラスター２:R-TFT中心のクラスター
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図 15: BBB　クラスター４:TFT中心のクラスター
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図 16: BBB　クラスター５:S-TFT中心のクラスター (2)
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図 17: BBB　クラスター６:T-TFT中心のクラスター



2本腕バンディット問題に対する
「緩い対称性モデル」の有効性：

因果推論における対称性バイアスと相互排他性バイアス

篠原 修二∗ 中野 昌宏†

2007年 3月 24� 25日　進化経済学会第 11回大会（於・京都大学）

要　旨
本報告は，因果関係に関する「人間らしい」推論の 1つのモデルを提案する。
従来より，pという事象と q という事象とのあいだにどのような関係があればそれが「因果関係」と認知
されるのか，について議論されてきた。われわれは，その認知の中で働いていると見られる「対称性バイア
ス」および「相互対称性バイアス」という 2つの非論理的な認知的バイアスが，結果として合理的な因果関
係の認知・推論・期待形成をもたらしているのではないかという仮説を立てた。
これを検証するため，この 2つのバイアスが柔軟に働く「緩い対称性モデル」を定義し，コンピューター
内に構築したエージェントに実装して，このエージェントが「2 本腕バンディット問題」に対して示すパ
フォーマンスを調べた。その結果，このエージェントの振る舞いは人間による被験者実験のデータときわめ
てよく合致するだけでなく，機械的な硬直性を超えた柔軟かつ人間らしい挙動を示すことがわかった。
このように，「緩い対称性モデル」は人間の因果推論を非常によく表現するモデルであると言える。と同
時に，「対称性バイアス」と「相互排他性バイアス」は人間の推論の基礎にある本質的な契機だと考えら
れる。

はじめに
古来から，哲学，心理学，精神分析学，経済学，脳科学，サイバネティクス，認知科学，人工知能研究，ロ
ボット研究などなどの分野では，人間の行動・判断・推理のモデルがさまざまに構想されてきた。特にそこで
問題とされたのは，「人間の振る舞いは動物とどう違うのか」「機械とどう違うのか」という点であろう。
たとえば，行動アルゴリズムの大部分が本能としてプログラムされている動物と異なり，人間は「本能の壊
れた存在」とよく言われる [11]。他方で，近代以降「人間はよくできた機械だ」という意見――古くはデカル
トやラ・メトリー，新しくはノーバート・ウィーナーなど――が説得的に展開されてきたが，人間の行動原理
は通常の意味での機械的なアルゴリズムだけでは描きえないということも，たとえば経済学において [21]，あ
るいは AIの哲学において [16]指摘されてきた。
機械的なアルゴリズムはどうしても硬直的な行動しか導かないだけでなく，一挙手一投足について膨大な，
物理的に不可能なまでの計算量を要求する。そこでこうした流れの中から，アルゴリズムに対して「ヒューリ
スティックス」を対置し，より簡便な方法で判断・意思決定するモデルを考案することで，人間行動を説明し

∗ 豊橋技術科学大学大学院工学研究科（PD） shinohara@vox.tutkie.tut.ac.jp
† 大分大学経済学部 nakano@cc.oita-u.ac.jp
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ようとする認知心理学的着想も発展してきた。が，それによっても決定的な仮説がもたらされるまでには至っ
ていない。
人間は，つねに論理的に推論しているわけではなく，しばしば「誤った」推論をする。が，その誤り方もラ
ンダムというわけではなく，一定の傾向性がある。そして，結果として生存戦略上「合理的」ないし「適応的」
な推論と行動を帰結しているのである [8, 17, 19, 20]。本報告は，この誤り方の形式を，正しい推論にかかる
一種の認知的バイアスとして取り出し，これを実現するモデルをコンピューター内のエージェントに実装する
ことで，真に「人間的」と言える推論形式の本質に迫ろうと試みるものである。
以下，まず第 1節でモデルの構築に際する基本的な考え方について議論し，次に第 2節でモデルの定義とそ
れ自体のもつ性質について解説する。最後に第 3節でそのモデルのパフォーマンスを検証する実験の枠組みと
結果，そしてそれについての考察を述べたい。

1 モデル構築の考え方
1.1 論理推論と因果推論

認知心理学などの分野でしばしば指摘されることだが，純粋に論理学的な推論（ここでは「論理推論」と呼
ぶ）と日常的な推論とのあいだにはずれがある [24]。
たとえば，子どもの親は子どもに，「もし部屋を片づけなかったら，遊びに連れて行かないよ（p̄ → q̄）*1」
などとよく言う [6]。が，子どもはこの言葉を「もし部屋を片づけたら，遊びに連れて行ってあげる（p → q）」
とか，「遊びに連れて行ってもらうためには，部屋を片づけなければならない（q → p）」とか，要するに「も
し部屋を片づけたら，その時だけ遊びに連れて行ってあげる（p ⇔ q）」という意味に受け取る。この場合，親
の実際の意図も子どもの解釈どおりであり，親は子どもにより強い動機づけにより片づけをさせるために，方
便として「p̄ → q̄」という言い方を採用したのである。ともかく，一般に日常的にこのようなものの言い方が
通用するということから見れば，「p → q」や「q → p」や「p̄ → q̄」や「p ⇔ q」という形式の論理は，現にし
ばしば混同されていることになる。
他方，論理学的には，これらはそれぞれ別の言明であり，混同は誤りである。冒頭の親の言葉を額面どおり
受け取るかぎりは，「もし部屋を片づけたとしても，遊びに連れて行かない」という可能性も残っている。一
般には逆に，こちらの理屈のほうこそ通らないだろう。
子どもは，「部屋を片づけるかどうか」という自分の行動（p� p̄）を，「遊びに連れ出してもらえるかどうか」
という親の行動（q� q̄）に影響を与える原̇因̇として位置づけるのであり，端的に両者の行動をそれぞれ独立し
た事象とは捉えない。その意味で，子どもはこの推論を論理的にではなく，因果的に行っていると言えるのか
もしれない。こうした日常生活上実用的な因果に関わる推論（以下「因果推論」と呼ぶ）においては，論理学
的意味で正確な推論は逆に有効でない場合があると言える。

1.2 2つの推論バイアス

■対称性バイアス 多くの研究が示すところでは，人間には「pならば qである」という情報を「pである場合，
かつそのときにのみ q である」と，論理学的に誤って受け取ってしまう傾向がある [22, 25, 6, 7, 26, 27, 28]。
これは命題「p → q」からその逆命題「q → p」をも同時に想起してしまうことによる。この命題から逆命題

*1 論理的否定を表すためには一般に「¬p」という表記を使うことが多いが，以下では簡略化のため「�p」という表記で統一する。
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qp→ pq→

qp ¬→¬ pq ¬→¬

図 1 逆・裏・対偶

を想起してしまうという人間の傾向は，従来からよく指摘されていることであるが，われわれはこれを「対称
性バイアス symmetry bias」と名づけることにする。
これはまさに因果関係に関する推論についてかかることの多いバイアスだと言える。たとえば「雨が降った
ら，地面が濡れる」ということから，「地面が濡れているのであれば，それは雨が降ったからだろう」と推測す
ることにあたる。このかぎりでは，この推論形式は論理学的には妥当ではないが，単に推論の誤りないし非論
理的推論とすべきでもなく，日常生活の範囲では十分に実用的な推論形式でもあることに注目したい。

■相互排他性バイアス 一方，幼児の語彙学習の研究分野では，命題「p → q」からその裏命題「p̄ → q̄」を想
起・認知する傾向が指摘されてきた。この傾向は従来より「相互排他性バイアス mutual exclusivity [bias]」
と呼ばれている [12, 9, 4, 1]。
この「誤り」は幼児が諸対象の名前を学習する際には逆に有効に働く。ある対象（便宜上 oと呼ぶ）の名前
が lであるとすでに学んだ幼児は，別の対象（o′ と呼ぶ）を見せられたときには，それがまた同じ lという名
前だとはもはや思わず，それには何か別の名前があるだろうと推測する。そのことによって，正しく l′ という
新たな名前が覚えられるのである。しかしながら，実は o → l であることと o′ → l であることとは論理的に
両立的であり，o′ もが lという名前でない保証はない。実際，形状の多少異なる対象が同じ名辞で呼ばれるこ
とも多々あり，幼児はその母語の中でどこまでが同じ名辞で呼ばれるのかを結局は試行錯誤で学んでゆくこと
になる。が，当初はこのバイアスにしたがって，つまり「別の対象には別の名称がある」という仮定のもとで，
幼児の学習は進んでゆくのである。
　
従来これらのバイアスは，それぞれ全く異なる研究分野で独立して扱われるのみで，総合的に取り扱われて
はこなかった。しかしながら，これら 2つの推論バイアスは，論理的には相互に密接に関連しているはずであ
る。少なくとも命題論理の観点から見れば，「q → p」と「p̄ → q̄」は相互に対偶関係にある [17]。したがって，
(p → q) =⇒ (q → p)が言えるのであれば，自動的に (p → q) =⇒ (p̄ → q̄)も言えることになり，その逆も真
である。
また，以上の説明からも見て取れるように，この両バイアスは異なる意味でではあれ，いずれも「p → q」
なる論理を「p ⇔ q」という一対一対応（全単射）の方に引っ張る・歪めるバイアスと見ることができる。こ
のように，いずれの観点からも，両バイアスは相互に非常に近いものであることは疑いない。
とはいえそれでも，これらのバイアスは相互に意味を異にしており，独立に定義できる。それゆえ両バイア

3



スは論理的に同値とまでは言えず，したがって同じものというわけではない。両バイアスは，相互に非常に似
ているとともに，異なったバイアスである。とすれば，これらの両方のバイアスがかかる状況では，場合に
よってはバイアスどうしが相互に干渉し，強めあったり打ち消しあったりと，複雑な効果をもたらす可能性が
ある。

1.3 因果推論と仮説形成的推論

これが推論，判断，意思決定，学習に好ましい効果を与えうるはずだという見通しについては，先にあげた
例，すなわち「雨が降ったら，地面が濡れる」うんぬんという推論形式の理解が傍証となるだろう。これは
シャーロック・ホームズが『緋色の研究』において「逆向きの推理」と呼んだものであり [2]，誤̇っ̇た̇三段論法
として形式化できるものである [3]。

前提 1 雨が降ったら，地面が濡れる （A → B）
前提 2 地面が濡れている （B）
結論 ∴ 雨が降ったのだろう （A）

正しい（妥当な）三段論法とは，Aや B といった命題内容にかかわらず正当化可能な推論形式のことであ
る。その意味で上記の三段論法は誤りである。なぜならその推論は，Aや B の内容いかんによって，真とも
なれば偽ともなるからである。
実はこの推論形式は，アメリカの哲学者チャールズ・サンダース・パースが「仮説形成（アブダクション）

abduction」と呼んだ，演繹 deduction とも帰納 induction とも異なる第 3の推論形式にも一致している [18]。
パースの所説によればアブダクションとは，人間が手さぐりの状況でわからないことをわかるための，正確
さを欠くにせよ，発見的な方法である。そして，そこにはわれわれの言う対称性バイアスが含まれている。
A → B が B → Aをも同時に喚起するのであれば，上の誤った三段論法は妥当性を回復するのだからである。
仮説形成的推論とは，いわば，「その可能性に賭ける」推論方法であると考えられる。
ここで重要なことは，対称性バイアスや相互排他性バイアスは，それが一種の「賭け」である以上，100%効
かなくても困るし，100%効いていても困るということである。それらが結果的に好ましい効果を与えうるた
めには，それらが適度に効きつつ，しかも状況に応じて調整されるようでなければならない。
これらのことから，両バイアスを重ね合わせ，これらが同時に効いたり，せめぎあったりするような推論の
ありようを構想することで，単純に機械的ではなく，より柔軟でより人間的なアルゴリズムを構築できるので
はないか，と考えられるのである。

2 因果関係についての期待形成モデル
人間は，原因となる事象 pと結果となる事象 q とのあいだにどのような因果関係を認めるのだろうか。服部

[5, 7, 8]は，それらの共起情報から因果関係を帰納することを「因果帰納 causal induction」と呼び，実験を
通じてその確率論的モデルを提案している。
まず pを「ミルクを飲む」，また q を「腹痛」とする。表 1で a�b�c�dは，おのおの pq�pq̄� p̄q� p̄q̄ の共起頻
度を表す。
そのうえで，被験者に a�b�c�dについて具体的な数字を与える。被験者は，与えられた情報をもとに，pと
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p（ミルクを飲む） p̄（飲まない）
q（腹痛） a c

q̄（腹痛なし） b d

表 1 p, p̄と q, q̄ のあいだの共起頻度

q のあいだの因果関係の強度を 100段階で評価する。服部は，この被験者実験の結果得られたデータを説明し
うる因果帰納のモデルとして，「随伴性モデル」などとの比較を通じて，「2要因ヒューリスティックス・モデ
ル」の妥当性を主張している。
われわれの考えでは，この「因果帰納」によって形成された信念（確信度）は，過去の事象どうしの関係の
把握や現在の事象の原因推定にだけではなく，将来の事象に対する期待形成にも役立つはずである。このた
め，帰納だけではなくパースの言う仮説形成をも含むという意味も含めて，われわれは服部の「因果帰納」概
念を拡張して，先述のとおり「因果推論 causal inference」と呼び直すことにしたい。
ここでわれわれは，因果推論／期待形成のモデルとして，対称性バイアスおよび相互排他性バイアスを緩や
かに含むモデル（「緩い対称性バイアス」と呼ぶ）を提案する。またこれとの対照のために，服部の検討した
上記 2つのモデルのほか，両バイアスを全く含まない条件確率モデルと，両バイアスが効きすぎているモデル
を加えて，計 5種類のモデルについて比較検討を行う。

1. 条件確率モデル Conditional Probability Model（CPモデル・P で表す）：
対称性・相互排他性と無関係なモデル

2. 随伴性モデル Contingency Model（Cモデル・DP）：
相互排他性がつねに満たされるモデル

3. 2要因ヒューリスティックス・モデル Dual-Factor Heuristics Model（DFHモデル・H）：
対称性がつねに満たされるモデル

4. 完全対称性モデル Rigid Symmetry Model（RSモデル・S0）：
対称性＋相互排他性がつねに満たされるモデル

5. 緩い対称性モデル Loose Symmetry Model（LSモデル・S）：
対称性＋相互排他性がほどよく・柔軟に効くモデル

以下，それぞれのモデルの定義を与える。またモデル自体がもつ性質，被験者データとの適合性についても
概観しておく。

2.1 条件確率（CP）モデル

因果推論のモデルを構築するにあたって，最もシンプルで，他の多くのモデルのベースとなるのがこの CP
モデルである。過去の条件付き確率をそのまま将来の事象の生起確率と見なす，というのがその基本的な考え
方である。

P (q|p) =
a

a + b
(1)

P (q|p̄) =
c

c + d
(2)
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P (p|q) =
a

a + c
(3)

P (q̄|p̄) =
d

c + d
(4)

式 (1)は原因 pが起こったときに結果 q が生じる可能性を，式 (2)は原因 pが起こらなかったときに結果 q

が生じる可能性を，それぞれ表す。その他の（P (p|q)，P (q̄|p̄)など以下）も同様に計算できる。
常識的にも p という条件のもとで q は起こるか起こらないかのどちらかであるが，式の上でも確かに

P (q|p) + P (q̄|p) = a
a+b + b

a+b = 1となる。以下この関係を満たすことを「排中律を満たす」と表現する。
「p ならば q」を因果関係と捉えた場合，p が与えられたときに q が生起する可能性を P (q|p) と見なすの
は，確かにある程度理に適っているとも思える。が，実際の人間の被験者による評価値（[8]に基づく）と CP
モデルの評価値 P (q|p) とのあいだの相関を調べてみると，そこにはほとんど相関がないことが確認できる
（r2 = 0�0001）。したがってより人間的なモデルを構築するためには，少なくとも何らかの修正が必要である。

2.2 随伴性（C）モデル

pが q の原因であると言えるためには，どういう条件が必要なのか。おそらく，P (q|p)が高いだけでは不十
分であり，P (q|p̄)（pが起きなかったのに qが起きる可能性）が低い，ということも，心理的には要求されるよ
うに思われる。pでも p̄でも qが引き起こされるのなら，pが qの原因であるとは言えなくなるためである*2。
因果推論の古典的なモデルとしてジェンキンズら [10]が提案するところによれば，そのモデルとなる式は，

P (q|p)の高さに加えて P (q|p̄)の低̇さ̇を考慮して，

∆P (q|p) = P (q|p) − P (q|p̄) (5)
∆P (q|p̄) = P (q|p̄) − P (q|p) (6)

などと書けるという。
ここでわれわれのバイアスの観点から言えば，(5)式の pと q の場所におのおの p̄と q̄ を代入すると，

∆P (q̄|p̄) = P (q̄|p̄) − P (q̄|p)
　 = P (q̄|p̄) − (1 − P (q|p))

= ∆P (q|p)

となり，この式が相互排他性をつねに満たすことが確認できる。ただし対称性は満足しない。
なおこの場合，∆P は [−1�1]区間の値をとるが，比較の都合上 [0�1]区間の値をとるように線形変換を施
し，変換後 DP と書くこととする。

DP (q|p) =
P (q|p) − P (q|p̄) + 1

2
(7)

DP (q|p̄) =
P (q|p̄) − P (q|p) + 1

2
(8)

このとき，DP (q|p) + DP (q̄|p) = 1となり，排中律を満足する。

*2 このこと自体が，相互排他性バイアスが存在するということの別表現でもある。「pが起きるならば q も起きる可能性が高い」とい
うことは，「pが起こらなければ q も起こらない可能性が高い」ということである気がする。すなわち (p → q) =⇒ (�p → �q)であ
る。
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DP を a�b�c�dを用いて書き直せば，以下のような式となる。

DP (q|p) =
1
2

(
ad − bc

(a + b)(c + d)
+ 1
)

(9)

DP (q|p̄) =
1
2

(
bc − ad

(a + b)(c + d)
+ 1
)

(10)

被験者による評価値と C モデルの評価値 DP (q|p) とのあいだの相関も，やはりほとんど見られなかった
（r2 = 0�0）。

2.3 2要因ヒューリスティックス（DFH）・モデル

服部が因果推論のモデルとして提唱するDFHモデルのエージェントは，以下の式を用いて期待を形成する。

H(q|p) =
√

P (q|p)P (p|q) (11)

H(q|p̄) =
√

P (q|p̄)P (p̄|q) (12)

式から明らかなように，H は対称性（服部は「双条件性 biconditionality」と呼ぶ [5]）をつねに満足する
（H は P (q|p)とその対称式の相乗平均である）。しかし排中律は必ずしも満たさず（H(q|p) + H(q̄|p) %= 1），
相互排他性も満たさない。

P (q|p) = a
a+b，P (p|q) = a

a+c より共起頻度 a�b�c�dで書き直せば，

H(q|p) =
a√

(a + b)(a + c)
(13)

H(q|p̄) =
c√

(a + c)(c + d)
(14)

となる。ここで注目すべきは，H(q|p)の計算には値 dが，H(q|p̄)の計算には値 bが使用されていないという
ことである。より少ない情報で推測を行うヒューリスティックスたるゆえんである。
このモデルの長所は，このモデルの出力値が人間による評価値ときわめて強い相関（r2 = 0�96）をもつこ
とである [8]。

2.4 完全対称性（RS）モデル

他のモデル，特に後述の LSモデルとの比較対照のため，排中律，対称性，相互排他性のすべてがつねに成
立するモデルを考える。これはきわめて強い対称性をもつため，完全対称性モデルと呼ぶことにする。
なお，上記 3つの条件すべてを同時に満たす式はこれ以外にも存在するので，この定義が唯一というわけで
はない。

S0(q|p) =
a + d

a + b + c + d
(15)

S0(q|p̄) =
b + c

a + b + c + d
(16)

S0(p|q) =
a + d

a + b + c + d
(17)

S0(q̄|p̄) =
a + d

a + b + c + d
(18)

これについても人間の評価値との相関を調べたが，弱い相関しか見られなかった（r2 = 0�158）。やはり人
間の推論にこれほどまでに強く両バイアスがかかっているということは考えにくい。

7



2.5 緩い対称性（LS）モデル

われわれの本命はこの LSモデルである。第 1.3節で考察したように，われわれは，対称性と相互排他性の
両方を緩やかに・かつ柔軟に含むモデルが高いパフォーマンスを出せるはずだと予想した。そして試行錯誤の
結果，次のような式がその狙いを満たすものであることを見いだした。

S(q|p) =
a +

(
b

b+d

)
d

a + b +
(

a
a+c

)
c +

(
b

b+d

)
d

(19)

S(q|p̄) =

(
d

b+d

)
b + c

(
c

a+c

)
a +

(
d

b+d

)
b + c + d

(20)

S(p|q) =
a +

(
c

c+d

)
d

a +
(

a
a+b

)
b + c +

(
c

c+d

)
d

(21)

S(q̄|p̄) =

(
c

a+c

)
a + d

(
c

a+c

)
a +

(
d

b+d

)
b + c + d

(22)

かなり複雑に見えるが，特に (19)式のみに着目すると，それは

S(q|p) =
a + � d

a + b + � c + � d
(23)

ただし � =
a

a + c
�　� =

b

b + d
(24)

という形式になっている。ここでもし � = � = 0であったならばこの式は a
a+b となり，P (q|p)に一致する。

また � = � = 1であったならば a+d
a+b+c+d となり，S0(q|p)に一致する。したがって，この S なる式こそが一

般形であり，P と S0 が両極端をなす特殊形であると考えることもできる。つまり LSモデルは，両バイアス
と無関係な CPと，両バイアスが効きすぎている RSとの中間的な性質をもつと考えられる。
モデル内部での対称性バイアスの効き具合を調べるには P (q|p)と P (p|q)の相関を，相互排他性バイアスの
効き具合を調べるには P (q|p)と P (q̄|p̄)との相関を見ればよい。図 2および 3において，LSが CP（グラフ
は一様分布になる）と RS（グラフは対角線になる）の中間であることが視覚的に確認できる。

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

S(
p|
q)

S(q|p)

図 2 LSモデルにおける対称性バイアス
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図 3 LSモデルにおける相互排他性バイアス

またこの LS モデルの特徴は，DFH モデル以上に人間の評価値（人間の感覚）と合致する点である
（r2 = 0�97）。ちなみに，上記 � と � をどのような定数にしても人間の評価値とは合致しなかった。
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このように，人間の因果の感覚と合致するかしないかについて，さしあたり相関関係のみを根拠として言え
ば，これらのモデルの中で「人間らしい」のは DFHと LSであると言える。

3 実験の設定と結果
3.1 2本腕バンディット問題

前節まででわれわれは，LSのような定義と性質をもつ推論モデルがさまざまな課題に対して人間に似た・
人間並のパフォーマンスを示すはずだ，という仮説を立てた。この仮説の検証のため，本報告では強化学習な
どの分野で典型的な課題としての「2本腕バンディット問題 2-armed Bandit Problem」を試金石とする。
一般に，「N 本腕バンディット問題 N -armed/Multi-armed Bandit Problem」の構造を理解するには，N

本の腕のあるスロットマシンをイメージするとよい。それぞれの腕の当たり確率は事前に決められており，腕
を引けば，その確率にしたがってコイン（報酬）が出てくる。問題は，プレイヤーにとってどの腕が有利なの
かが事前にはわからないことである。彼／女は，最初はさまざまの腕を試してみて，どの腕が有利なのかを
できるだけ早̇く̇判断し，あとはその有利な腕ばかり引く（「貪欲 greedy 法」）ことで報酬を最大化したいとこ
ろである。しかしながら，どの腕が有利なのかを正̇確̇に̇判断するためには，より多く試してみること，つまり
「探索」が必要である。したがってプレイヤーが報酬を最大にするためには，この問題に内在するとされてい
る「探索 exploration と知識利用 exploitation のトレードオフ」[23]，あるいは言い換えれば「正確さと早さ
のトレードオフ」を無理やり克服しなければならないことになる。
この問題は，教科書に載っているような単純で典型的なものではあるが，人間の意思決定や，経験的学習の
際の困難を本質的に捉えていると考えられる。たとえば，旅先など見知らぬ場所でレストランに食事に行く
際，どの店に入るべきかを判断するにはどうしたらよいだろうか。ガイドブックや口コミのような鳥瞰的な情
報が得られない場合には，ともかく目ぼしい店に実際に入って食べてみるしかない。そのようにして「探索」
を繰り返せば，経験的にどの店が自分にとって満足度の高い店なのかが徐々にわかってゆくことになる。
あるいは，セールスマンが近隣の街に売り込みに行くときに，すべての街を回ることは物理的に困難である
ので，どの街に行けばより売れるのかを予測し，そこを重点的に売り込みに行くという場合を考えれば，これ
もやはり N 本腕バンディット問題の形式をもつことになる。実際に行き，売ってみるまでは何もわからない。
彼／女は実際に売り歩いてみて，得られた経験から判断し，よく売れる街を優先的に回るようにするであろう。
このように，「正確に判断したいが，ともかくやってみなければわからない」という状況は日常生活にあふ
れており，かつ，そこには「探索と知識利用のトレードオフ」が同様に隠れている。この意味で，N 本腕バン
ディット問題は，意思決定や学習に際する人間の一種ゲーム論的ジレンマ状況を縮約するように思われるので
ある。
われわれはすでに，(1)いかに「人間らしく」振る舞うか，という定性的な観点からモデルの特性を比較し
た。ここではさらに，(2)この問題にいかに多くの報酬を得るかという定量的観点から実験を行い，結果を分
析した。

3.2 課題設定に関するパラメーター

まず課題の設定に関して，着眼点となる重要なパラメーターについて定義しておく。なお，シミュレーショ
ンはランダム・シードを変えて 100,000回行った。
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■腕の本数 今回は最も単純なケースに絞るため，N = 2とする。

■各腕の客観的報酬確率 あらかじめ腕 A に定められている報酬確率を PA = P̂ (q|p)，腕 B のそれを
PB = P̂ (q|p̄)とする。ただし 0 ≤ PA�PB ≤ 1とする。

■難易度・難易度レベル 2本腕バンディット問題には易しい問題と難しい問題がありうる。2本の腕の報酬
確率が大きく異なる場合，どちらが有利な腕なのかを判断するのは難しくない。他方，両確率が接近していれ
ば，判断は難しくなる。
そこで，問題の「難易度 difficulty」というパラメーターを以下のように定義する。問題は，難易度が 0に
近いほど易しくなり，1に近いほど難しくなると考えられる。

(難易度) = 1 − |P̂ (q|p) − P̂ (q|p̄)|

また，この難易度のスケールを 10段階に均等に分割し，「難易度レベル difficulty level 1～10」と呼ぶ。

■正解率 シミュレーション 100,000試行のうち，「正しい」（客観的報酬確率の高いほうの）腕を引いた割合
を「正解率 correct rate」と呼ぶ。
与えられた条件下で報酬の最大化を求めるということは，究極的にはこの正解率を求めることと一致する。

■探索率 シミュレーション期間内に選択肢を変更した割合を「探索率 exploration rate」と呼ぶ。これも
100,000回の平均値である。

■修正条件確率モデル 2本腕バンディット問題の特性である正確さと早さのトレードオフ関係を視覚化する
ために，CPモデルのアドホックな修正モデル（MCPモデル）を考える。

CPモデルは「貪欲法」，すなわち，ひとたび有利なほうと判断したらその腕ばかりを引く方法をとるが，こ
こではその修正版である「�-貪欲法」をさらに修正した方法を用いる。

�-貪欲法とは，基本的には貪欲法だが � の確率だけ腕をランダムに選ぶ方法である。通常はこの � を一定と
するが，この上，時間が経つにつれて探索の必要は減少するはずである。
そこで，ここでは � の値を時間とともに減少させるパラメーター � を導入し，

� =
0�5

1�0 + � t
(25)

という式にしたがって � を減衰させる。� が大きければ大きいほど � は急速に減少する。� = ∞の場合 � = 0
となり，MCPは CPと一致する。

� は 0.05～1のあいだで 0.05刻みで与えた。

3.3 実験結果とその評価

シミュレーションの結果，報酬の獲得という観点からは，われわれの予想を超えるほどに，LSモデルがよ
い成績を収めた。まず LSモデルは他のモデルに比べ，獲得報酬において，すなわち正解率において圧倒的に
高い値を記録している（図 4）。
また，図 5からは，CPモデルとMCPモデルが先述の「探索と知識利用のトレードオフ」ないし「正確さ

（縦軸）と早さ（横軸）のトレードオフ」に頑強に拘束されていることが見て取れる（右下がりの点線）。これ
に対し，LSモデルは易々とこのトレードオフを乗り越え，早さにおいても正確さにおいても高い水準を両立
している。他方 DFHモデルは，残念ながらこの課題に対しては CPよりもかなりパフォーマンスが悪い。
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予想されたこととはいえ，LSモデルがなぜこのように高いパフォーマンスを示すのか。課題の難易度に着
目してその理由を探ると，他のモデルとは全く異なり，LSモデルは難易度が上がるにつれ（半分＝中央値を
超えると）探索率を自律的に急激に上げているのが観察できた（図 6）。
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図 6 難易度に応じた探索率の自律的調整
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図 7 難易度に応じた相互排他性強度の変化

このとき内部状態を見てみると，難易度が中央値を超えると，相互排他性バイアスの効き具合が負の値を示
していることがわかった（図 7）。すなわち問題自体が一定以上の難易度をもつ場合，LSの挙動に逆相互排他
性バイアスがかかるということである。

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

S(
q– |
p– )

S(q|p)

図 8 難易度レベル 1における相互排他性
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負の相互排他性バイアスが効くということは，たとえば p → q の可能性が高いという情報から p̄ → q̄ の可
能性が低い（p̄ → q の可能性が高い）という期待を形成する傾向を生じるということに等しい。すなわち，腕
Aを引くことで報酬獲得の頻度は経験上多かったけれども，素直にそれを信じず，実は腕 Bを引いた方がもっ
とよいのではないか，という気持ちをもつことである。すなわち，LSモデルのエージェントは問題が難しく
なると「迷う」「悩む」ようになるのである。
「いま引いている腕は，有利なほうの腕ではないのではないか。もう一方の腕のほうが，実は有利なのでは
ないか」という疑念をもつことによって探索率が高まる。難しい問題においてはその定義上どちらの腕を引い
ても報酬差が少ないので探索によって失うものが少なく，より迷うことで正確さにおいて優位となるだろう。
この結果正解率が高まり，試行全体として多くの報酬を得ることができるのだと考えられる。
ここでこの課題の中でエージェントに課されていることの意義を考えてみよう。先にも述べたように，報酬
の最大化を求めるということは，正解率を求めることである。つまりエージェントに課されているのはもはや
両腕の報酬確率を計算し比較することであるよりは，端的によ̇り̇有利な腕がどちらなのかを予想することであ
り，絶対評価ではなく相対評価で期待を形成することである。LSモデルでは，たとえば腕 Aがこれまでのと
ころ確率がよかったとしても，腕 Bのほうにもまだ可能性を認めるということが可能である。このことによっ
て，難易度と無関係に一定の戦略を貫く他のモデルには超えられないトレードオフが超えられるのである。

LSモデルのこうした挙動は，モデル自体が定義上決定論的なものであるにもかかわらず，機械的な硬直性
を超えた，それ自体人間らしい柔軟性であるように見える。

4 結　論
この問題を定量的な意味で解くということだけが目的ならば，いくらでもアドホックな修正を施すことがで
き，獲得報酬の最大化は図れるであろう。しかし本報告の趣旨は，より人間らしいアルゴリズムを探究するこ
とであって，特定種類の問題に強いアルゴリズムを探すことではない。
この LS モデルは，かなりエレガントなかたちのままで，すなわち決定論的なモデルとして，2 本腕バン
ディット問題に対して十分な好成績を出すことができた。また同時に，2つの意味で「人間的な」振る舞いを
示した。一つはモデル自体が「人間の感覚」と強い相関をもつという意味で，もう一つは悩ましい問題に際し
ては「迷う」という挙動，言い換えれば課題の難易度によって戦略を変えるという柔軟性を示すという意味で
である。
以上のことから，対称性バイアスと相互排他性バイアスという 2つの非論理的バイアスを緩く含んだ LSモ
デルは，人間の「論理的ではない」推論・意思決定モデルとして非常に優秀なものの一つであると結論づけて
よいと思われる。もちろん人間が実際にこの複雑な式にしたがって推論や意思決定に際しその都度計算をして
いるとは考えられないが，このモデルがこの課題における人間の推論を結果的によく表現していることは確か
であろう。
ただし現在のところ，検証は 2本腕バンディット問題とその他若干の課題 [20]についてしかなされていな
い。本報告の課題の構造が偶然このモデルには向いていた，という可能性も否定はできない。モデルの一般的
な有効性は，今後さまざまな問題を課すことで検証されてゆく必要があるだろう。
しかし少なくとも本報告において，対称性バイアスおよび相互排他性バイアスという 2つのバイアスに関し
ては，使いようによってはそれらが非常に有効であること，また，これらを独立に扱うよりも組みあわせて使
うことが有効であること，この 2点については立証できたと考える。人間の思考・推論・学習・意思決定を探
究するあらゆる分野において，この結論が今後支持されることが期待される。
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要旨
各主体の戦略が 2つの一般的な非対称 2人ゲームにノイズが存在する場合,　まず漸近

安定な内点均衡が発生する条件, その均衡の性質を考えた. さらには近可積分系の議論を
導入することによって,Kolmogorov-Arnold-Moserの定理の証明, その内点均衡が変化して
いくというArnold拡散が存在する条件を導出した. これらを通して, 進化ゲーム理論の方
法論の拡張を行った.

1 はじめに
対称 2人ゲーム (symmetric game)は, 戦略が 2つの場合, 方程式の数は 1本であり, 利得

の大小のみによってNash均衡となる点が決まり, この均衡点は大域的に安定である. よっ
てノイズが存在する場合でも, そのゲームの構造までは変更されない. しかし非対称 2人
ゲーム (asymmetric game)は, 戦略が 2つの場合方程式の数は 2本であり, 連立の非線形
微分方程式体系となる. そのために自分の利得の大小のみならず, 相手の利得の大小まで
影響する. ちょっとした変化がある場合でも, そのゲームの構造まで変更される可能性が存
在する. 本稿ではこの点に着目した. 先行研究にもこのノイズの効果に着目したものが数
多く存在する. 例えば, Gale, et al. [5] では, 最終提案ゲーム (the ultimatum game)を非
対称 2人ゲームの枠組みで定式化し, ノイズ (noise)を導入することによって, 今まで主体
の合理性からでは説明できなかった行動, 提案者が「公平な取引」を提案し, 応答者がそれ
を受諾する, が漸近安定な均衡となることを証明した. この興味深い結果を基にして, 一般
的な非対称 2人ゲームの枠組みで, 近可積分系 (nearly integrable system)の議論を導入し
た.
この近可積分系は数理物理学でよく研究されており, 単に微小なノイズの下で攪乱を受

けた軌道を理解するためだけの抽象的モデルではない. その後の古典力学の発展の中で,
特に大域的性質を研究する上で近可積分系は未知な構造の明確な概念化に大きな役割を果
たすことになった. 微小なノイズというところから, 積分の崩壊に伴う様々な普遍則を導
くことを可能にし, それまでの解析力学の概念装置を越えて, 全く新たな理想モデルが近
可積分系であるといえる. それゆえ, この近可積分系の挙動を完全に理解すること, それが
古典力学の基本問題 (the fundamental problem)と言われている.
このように近可積分系の議論は, 重要であるにも関わらず, 進化ゲーム理論では議論さ

れていない. 例えば今まで進化ゲーム理論の研究の流れは, 戦略系ゲーム理論と進化ゲー
ム理論との関係や学習, 模倣の効果 (Fudenberg and Levine [4])に着目し, 発展してきて
いる. その中でノイズを用いた研究は数多く存在するが, その多くが非線形の効果を捨て,
より単純化を行うという局所的な方法を用いている. しかし非対称 2人ゲームはこの非

1



線形項が重要であった. よってこの非線形項をも考慮に入れる, 大域的な方法 (第 1積分,
Lyapunov関数)が重要であるにも関わらず, この大域的な方法にノイズがあるときの分析
方法 (近可積分系)は, 数理物理学で発展してきているために, 基礎となっている前提条件
や対象としているモデルが異なる. そのため進化ゲーム理論の枠組みで研究した先行研究
は存在しない. そこで, 本稿はその前提条件が異なっていたとしても, 進化ゲーム理論の枠
組みで議論できるということを調べた. よって本稿はこれらの流れとは異なり, 近可積分
系の議論を進化ゲーム理論の枠組みで行うという, 新たな方法論の拡張を行った. 具体的
には, Kolmogorov-Arnold-Moser (以下, KAMの定理)の証明. また, ノイズを導入するこ
とによって, 新たな漸近安定な内点均衡が生まれ, それが変化していくという Arnold 拡散
(diffusion)が存在することを証明した. 今までこのArnold拡散は, Melnikov の方法によっ
て証明されていた (Holmes and Marsden [9])が, それとは別にゲーム理論の文脈から導い
た. さらには, 漸近安定な内点均衡, 共存均衡の証明に平均 Lyapunov 関数を用いて, パー
マネンス (permanence) の存在を考えていた (Jansen [10])が, 本稿では, ノイズが存在す
ることによって, 不局所安定であった内点均衡が局所安定となる, ということを利用した.
この論文は次のように構成されている. 第 2節で, 分析するモデルの詳細を述べる. 第

3節で, 2節で定義した方程式の均衡における安定性を考える. さらに第 1積分を導入する
ことによって, KAM の定理の成立, さらには Arnold 拡散が存在する条件を導く. 第 4節
で, 結論を述べる.

2 モデル
本稿でのモデルは,特に Samuelson and Zhang [15]に従い,ゲームG = (I, (Ai)i∈I , (πi)i∈I)

を考える. 特に本稿では, プレイヤーの集合 I = {1, 2}, 各プレイヤーの戦略空間 Ai ∈ A

,であり, |Ai| = ni, i = 1,2 である. また利得関数 πi: A1 × A2 → R, i = 1,2 とする. 戦
略空間 A 上の確率分布を混合戦略という. 混合戦略全体∆i(Ai) , i = 1,2 は, 純粋戦略 h

を確率 xi
h でとる混合戦略を点 xi = (xi

h) ∈ R+ , i =1,2 に対応させることで, (n − 1)−

次元単体 ∆i =
{

xi ∈ R+

∣∣∣
ni∑

h=1

xi
h = 1

}
, i = 1,2 と同一視できる. 単体 ∆i, i = 1,2 の

頂点を e1 = (1, 0, 0, · · · , 0), e2 = (0, 1, 0, · · · , 0), · · · , eni = (0, 0, 0, · · · , 1) と書く. 純粋
戦略 h は確率 1を h に割り振っている混合戦略 eh と同一視する. 特に本稿では標記の簡
単化のために, x1 = x, x2 = y とする. さらに, プレイヤー 1の期待利得∑

j∈A1

∑

k∈A2

π1(j, k)xjyk

を単に π1(x, y) と書く. また同様にしてプレイヤー 2に関しては π2(x, y) と書く.
加えて, P 1 と P 2 はプレイヤー 1と 2の利得を n1 × n2 行列で表わす.

π1(j, y) = ej · P 1y, π1(x, y) = x · P 1y

π2(x, k) = x · P 2ek, π2(x, y) = x · P 2y.
ただし, ej ,ej は j, k 番目の戦略を除く, 任意の戦略である.
本稿では, 戦略が 2つの場合, つまり各プレイヤーの利得行列が 2×2 行列を場合考え

ているので, 利得行列 P 1, P 2 は一般性失うことなく, 以下のように定めることが可能であ
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る1.

P 1 =

(
f1 f3

f2 f4

)

, P 2 =

(
g1 g3

g2 g4

)

,

ただし, すべての利得が同じ場合, fi = gi = 定数 (i = 1, · · · , 4) のときは, 各プレイヤー
が戦略的にゲームを行う必要がないので排除する.
上記のようなゲームの構造の下で, 2つのプレイヤー 1と 2の大きなの集団がランダム

に選ばれ, 各プレイヤーが xと yによって与えられるプレイヤーの戦略分布で, ゲーム G

を行うという過程を繰り返すということを考える. その過程ではプレイヤー同士, お互い
の顔を知らず, また一度出会った相手と将来再び会うことはない. また各プレイヤーは自
分が相手に与える影響がいつか自分に跳ね返ってくることは想定しない.
このようなゲームは次のような選択のダイナミクスで表現することができる. ただし,

Judd [11], Boylan [3], Gilboa and Matsui [6]が指摘しているように, 批判も存在する.

定義 1. πi : A1 × A2 → R, i = 1,2. そのとき以下の条件を満たすとき, すべての (x, y)
∈ ∆n1 × ∆n2 で, 選択ダイナミクス (selection dynamic)

ẋj = πj(x, y), j = 1, · · · , n1

ẏk = πk(x, y), k = 1, · · · , n2

(1.1) πj , πk は Lipschitz 連続である. つまり, ∃ m ∈ R+, ∀ x, x′ ∈ ∆n1 , ∀ y, y′ ∈ ∆n2

max{|πj(x, y) − πj(x′, y′)|, |πk(x, y) − πk(x′, y′)|} ≤ m|(x, y) − (x′ − y′)|

(1.2)
n1∑

j=1

πj(x, y) = 0 =
n2∑

k=1

πk(x, y)

(1.3) ∀x ∈ ∆n1, xj = 0 ⇒ πj(x, y) ≥ 0
∀y ∈ ∆n2, yk = 0 ⇒ πk(x, y) ≥ 0

という.

さらに, 次に進化ゲーム理論の枠組みで議論するためにこの方程式に次の定義を導入す
る.

定義 2. πj と πk は (1.1)−(1.3) と以下の条件を満たすとき, 正則選択方程式 (regular
selection dynamics) と言う.

πj

0
≡ lim

xj→0

πj

xj

πk

0
≡ lim

yk→0

πk

yk
.

定義 3. 利得 πj は以下の条件を満たすとき, 単調 (monotonic)である. j, j′ ∈ ∆n1 ,

π1(j, y) >(=) π1(j′, y) ⇒ πj(x, y)
xj

>(=)
πj′(x, y)

x′
j

,

1利得行列 P 1 の転置行列 P 1T = P 2 のときは対称ゲームと呼ぶ. 本稿では特により一般的なゲームであ
る, 非対称ゲームを扱う.
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この単調性の解釈は平均利得として, プレイヤーは利得の低い戦略から, 高い戦略へ変
更することが可能であることを言っている. よってより高い (またはより低い)適応度を持
つ戦略が相対的に速く増加する (減少する)ことを言っている. これらの定義を満たす先ほ
ど定義した選択のダイナミクスは, 式変形をすることによって, 以下のような Replicator
方程式となる2.

定義 4. 選択方程式 (πj ,πk) は以下の形をしているとき, Replicator 方程式 という.
πj(x, y)

xj
= π1(j, y) −

n1∑

j=1

xjπ
1(j, y),

同様に, πk についても定義することができる.

本稿では, I = {1, 2}, n1 = n2 = 2 の場合のゲームを考えているので, このゲームの
Replicator 方程式は, 次のようになる.

ẏ = y(1 − y){f1 − f2 + x(f3 − f4 − f1 + f2)}
ẋ = x(1 − x){g4 − g2 + y(g3 − g4 − g1 + g2)}

ただし, y をプレイヤー 1が戦略 1をとる確率, x をプレイヤー 2 が戦略 2をとる確率とす
る.
ここで, f1 −f2 = a, g4 −g2 = d, f4 −f3 = c, g1 −g3 = bと置くと,先ほどのReplicator

方程式は次のようになる.
(2.1) ẏ = y(1 − y){a − (a + c)x}
(2.2) ẋ = x(1 − x){d − (b + d)y}
つまり, この一般的な非対称 2人ゲームの利得表3 は, 次のようになっていることが分かる.

1＼ 2 戦略 1 戦略 2
戦略 1 a,b 0,0
戦略 2 0,0 c,d

利得表
次に Gale, et al. [5]にあるように, ノイズが存在する場合を考える. 式 (2.1), (2.2) に

関して, タイプ 1については, δ1

( l1 + l2

2

)
, タイプ 2については, δ2

( l1 + l2

2

)
, という新規

参入者の数を加え, 先ほどと同様に, Replicator 方程式を導出する. ただし, 0 < δ1, δ2 +
1 とする. すると, Replicator 方程式は次のようになる.

2導出の詳細については, Weibull [16] を参照.
3この利得表で表すことができる非対称 2人ゲームを a, b, c, d の符号からゲームを分類すると, 以下のよう

に 4つに分類分けすることができる. (Weilbull [16])
(I) 非ジレンマ, 囚人のジレンマ型ゲーム : ac < 0, bd < 0.

純粋戦略の Nash均衡は 1つ存在する.
(II) コーディネーション型・ゲーム : a > 0, b > 0, c > 0, d > 0.

純粋戦略の Nash均衡は 2つ ((y∗, x∗) = (0,1),(1,0)) 存在する.
(III) チキン型・ゲーム : a < 0, b < 0, c < 0, d < 0, .

純粋戦略の Nash均衡は 2つ ((y∗, x∗) = (0,0),(1,1)) 存在する.
(IV) マッチング・ペニー型・ゲーム : ab < 0, cd < 0, ac > 0. bd < 0,

純粋戦略の Nash均衡は存在しない.
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(2.3) ẏ = (1 − δ1)y(1 − y){a − (a + c)x} + δ1

(
1
2 − y

)

(2.4) ẋ = (1 − δ2)x(1 − x){d − (b + d)y} + δ2

(
1
2 − x

)

このノイズが存在する場合, 均衡が純粋戦略のみのときの局所安定性は変わらない4.
以上のように, 非対称 2人ゲームの一般的なモデルを定義した.

3 安定性
3.1 局所安定性
以上までがモデルの説明であった. 次にこのゲームのNash均衡の局所安定性を調べる.

Replicator 方程式 (2.1),(2.2) の左辺 = 0 は進化的に安定な戦略 (ESS)であるが, 本稿で
は進化的に安定な戦略であるならば, Nash 均衡であるということを前提として, 話を進め
る . (2.1), (2.2) から, ẋ = 0, ẏ = 0 となる (y, x) の組みを (y∗, x∗) と置くと, この (y∗, x∗)
は, 進化的に安定な戦略となる. よって考えられるNash均衡は以下の 5点存在する.

(3.1) (y∗, x∗) = (0,0), (0,1), (1,0), (1,1),
( d

b + d
,

a

a + c
,
)

ただし, 内点解が存在するためには, 0 ≤ d

b + d
≤ 1, 0 ≤ a

a + c
≤ 1, つまり, d と (b + d),

a と (a + c) の符号が一致することが必要である.
次にこれらの均衡の局所安定性を考える. それぞれ戦略の均衡の場合は, 次のようにま

とめることができる.

命題 1. 方程式 (2.1), (2.2)において,各純粋戦略の均衡の局所安定性は次の条件を満たす
とき,各純粋戦略の均衡は漸近安定である. また混合戦略の均衡,内点均衡は abcd

(a + c)(b + d)
が負となるときは, リミットサイクル (limit cycle)となり, 正となるときは, 鞍点となる.

(y∗, x∗) = (0, 0) のときは, a < 0, d < 0, (y∗, x∗) = (0, 1) のときは, c > 0, d > 0,
(y∗, x∗) = (1, 0) のときは, a > 0, b > 0, (y∗, x∗) = (1, 1) のときは, b < 0, c < 0.

証明: Appendix を参照.

よってこの命題から abcd

(a + c)(b + d)
が負のときは, 内点均衡は双曲型不動点とならず,

楕円型不動点となる. そのためにこの方程式系は構造不安定 (structurally unstable)とな
る. よってもとの方程式系 (2.1),(2.2)にノイズが存在すると, 解の性質が変わってしまう
性質を持っていることが分かる.
そこで次に, ノイズが存在する Replicator方程式系 (2.3), (2.4) においては次の命題が

成り立つ.

4数学としてこの問題を考えたときには, 局所安定性は変更する可能性が存在する. しかしゲーム理論の枠
組みで考えたとき, 0 < δ1, δ2 ! 1 であるので, 例えば b + δ1 のときに, その符号まで変更しない. なぜなら,
符号が変更するような状況の場合, どちらの戦略をとっても利得差が十分小さいようなときには, このゲーム
を行っているプレイヤーはどの戦略をとっても利得差が存在せず, 戦略的に行動しないと考えることができる
ので, 符号が変更する場合は排除する.
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命題 2. ノイズが存在する Replicator 方程式 (2.3), (2.4) において,
abcd

(a + c)(b + d)
< 0

のとき, 内点均衡は漸近安定となり, その均衡は存在し, リミットサイクルとなっている.

証明: Appendix を参照.

この命題から abcd

(a + c)(b + d)
が負のとき, 内点解は漸近安定となるということが分かっ

た. さらに大域的に不安定となるゲームの場合, この条件を満たすのは, 純粋戦略が 2つの
組ではなく, 均衡が純粋戦略と混合戦略の組のみであることが分かる.

3.2 第 1積分
今までは均衡点の周りの安定性を考えてきた. ある条件の下では, 構造不安定となり, ノ

イズが存在する場合, ゲームの解構造が変化することが分かった. そのため, ある条件の下
では, 漸近安定な内点均衡が発生する. ではこのノイズが均衡の周りだけではなく, ゲーム
全体に与える影響を考える必要がある. そこでこの節では, 第 1積分 (first integral)を求
め, これを使い, ノイズがこのゲーム全体に与える影響を考える.
まずノイズがない場合の第 1積分をHofbauer[8]5, 吉川 [12] にあるように導出する6と,

(3.2) H(x, y) = log
yd(1 − y)b

xa(1 − x)c
= log x−ayd + log (1 − x)−c(1 − y)b

となる. また,
dH

dt
=

∂H

∂x

∂x

∂t
+

∂H

∂y

∂y

∂t
= 0 でとなるので, 保存系 (conservative system)

である.
次にノイズがある場合の第 1積分を導出すると,

(3.3) Hn(x, y, δ1, δ2) = log
yd(1−δ2)(1 − y)b(1−δ2)

(1
2
− y
)δ2

xa(1−δ1)(1 − x)c(1−δ1)
(1

2
− y
)δ1

となる. また, ノイズが存在する場合は dHn

dt
,= 0 となるので, 時間と共に Hamiltoninan

Hn の値は変化する. そのために, この値は log
0
0
, log

分子
小数分母 , となる可能性が存在す

る. よって Hamiltoninan Hn の値が不定, 発散する可能性がある. この問題を考えたのが,
KAMの定理である. KAMの定理はいろいろな表記がある. またKAMのオリジナルの論
文でのモデルと進化ゲーム理論のモデルとは仮定が異なる. 本稿で考えたKAMの定理は
ノイズが十分小さいとき, Hamiltoninan Hn の値が発散しないような不変トーラスの存在
の有無を考えたものとする. これをまとめると次のようになる.

5この第 1 積分と Hamilton 系と比較を行っている. 実際この Hamiltoninan H は, 次の正準方程式
(canonical equation)を満たすので, Hamilton 系となることが分かる.

ẋ = P (x, y)
∂H(x, y)

∂y
, ẏ = −P (x, y)

∂H(x, y)
∂x

ただし, P (x, y) = x(1 − x)y(1− y) である.
6Lotka-Volterra系において, 第 1 積分の導出などの詳細が Hirsch and Smale [7] に書かれている. また

この第 1積分は, Lyapunov 関数である. しかし, 本稿ではこの Lyapunov関数を用いて, 大域安定性の議論
は行わない. 読者の誤解を避けるために, 第 1積分とした.
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命題 4. (KAM の定理, Arnold and Avez [2]を変更) ほとんどすべての δ1, δ2 に対し
て7, ノイズが存在する不変トーラスでノイズが存在しない場合の不変トーラスに近いもの
が正の測度で存在する.

証明: Appendix を参照.

定理 1. 純粋戦略と混合戦略という複数均衡を持つ大域不安定なゲームに, ノイズが存
在し,

abcd

(a + c)(b + d)
< 0 を満たすとき, Arnold拡散が存在する.

証明: Appendix を参照.

以上のように, 均衡の性質を探る局所的な方法とシステム自体を考える大域的な方法の
両方を用いることによって, Arnold 拡散が存在する条件をMelnikovの方法 [14], [9]を用
いず, 導出した.

4 結論
以上のように各主体の戦略が 2つの非対称 2人ゲームの枠組みで, まず, 各均衡の安定

性, 構造不安定となる条件を導いた. 次にノイズが存在する場合, 構造不安定となった条件
の下では, 漸近安定な内点均衡が発生した. さらには近可積分系の議論を導入し, 均衡が
純粋戦略と混合戦略という複数均衡が生じる大域的に不安なゲームにノイズを入れると,
Arnold拡散が存在する条件を導出した. また本稿の数理科学としての貢献は, Arnold拡散
が存在する条件の別の証明法, さらには, パーマネンスの考え方を用いず, 漸近安定な内点
均衡の導出である. これらを通して, 進化ゲーム理論の方法論の拡張を行った.
また, 本稿の考え方を応用させ, 時間と共に利得が変化するゲームを共有資源のゲー

ムに適用した研究として, 吉川 [13] がある. そこでは, 「共有地の悲劇 (tragedy of the
commons)」を回避する戦略の組を内点均衡とすると, このゲームにおいて, 漸近安定な内
点均衡が導出される条件, さらには仮に固有値の実部がすべて負でなくとも, 回避できる
戦略の組が存在し, その条件を導いている.

Appendix

命題 1. 方程式 (2.1), (2.2) において, 各純粋戦略の均衡の局所安定性は次の条件
を満たすとき, 各純粋戦略の均衡は漸近安定である. また混合戦略の均衡, 内点均衡は

abcd

(a + c)(b + d)
が負となるときは, リミットサイクルとなり, 正となるときは, 鞍点となる.

(y∗, x∗) = (0, 0) のときは, a < 0, d < 0, (y∗, x∗) = (0, 1) のときは, c > 0, d > 0,
(y∗, x∗) = (1, 0) のときは, a > 0, b > 0, (y∗, x∗) = (1, 1) のときは, b < 0, c < 0.

7Lebesgue測度 0のある集合を除いた残りすべての δ1, δ2 の値の組に対して
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証明: (2.1),(2.2)の 2行 2列の Jacobi行列 J(y, x)は,

J(y, x) =





∂ẏ

∂y

∂ẏ

∂x
∂ẋ

∂y

∂ẋ

∂x



 =

(
(1 − 2y){a − (a + c)x} −(a + c)y(1 − y)

−(b + d)x(1 − x) (1 − 2x){d − (b + d)y}

)

となる. この Jacobi行列に各均衡の値を代入し,固有値を求めること局所安定性は分かる.

まず (y∗, x∗) = (0, 0)のときを考える. このときの Jacobi 行列は, J(0, 0) =

(
a 0
0 d

)

と

なる. このときの固有値は a, d である. よって, a < 0, d < 0 となるとき, 均衡点 (y∗, x∗)
= (0,0) は漸近安定である. その他の均衡点についても同様の方法を用いることによって
容易に分かる.
次に混合戦略の均衡, つまり内点均衡 (y∗, x∗) =

( d

b + d
,

a

a + c
,
)
の局所安定性を考え

る. このときの Jacobi行列は,

J
( d

b + d
,

a

a + c

)
=




0 −bd(a + c)

(b + d)2

−ac(b + d)
(a + c)2

0





この Jacobi行列の固有値は, ±
√

abcd

(a + c)(b + d)
となる. よって,

abcd

(a + c)(b + d)
が負の

となるときは, 内点均衡はリミットサイクルとなる. また正となる場合は, 鞍点となる.
(証終)

命題 2. ノイズが存在する Replicator 方程式 (2.3), (2.4) において,
abcd

(a + c)(b + d)
< 0

のとき, 内点均衡は漸近安定となり, その均衡は存在し, リミットサイクルとなっている.

証明: 今までと同様に固有値を求める. このときの Jacobi行列は, 次のようになる.

J
( d

b + d
,

a

a + c

)
=




−δ1 −bd(a + c)

(b + d)2

−ac(b + d)
(a + c)2

−δ2





となる. これから, δ1δ2 − abcd

(a + c)(b + d)
> 0 のとき漸近安定な内点均衡が存在すること

が分かる. また, δ1δ2 ≈ 0 であるので,
abcd

(a + c)(b + d)
< 0 のとき, 固有値の実部は負とな

り, 内点均衡は漸近安定となる. また, 命題 1からこの内点均衡はリミットサイクルである
と分かる.
次に x,y は δ1, δ2 の関数であるので, その内点解の存在を考える. そこで, 2つのタイ

プの新規参入者の比率
(
φ=

(1 − δ2)δ1

(1 − δ1)δ2

)
を考える.

φ =
(1 − δ2)δ1

(1 − δ1)δ2
=

y(1 − y){a − (a + c)x}
(1

2
− x
)

x(1 − x){d − (b + d)y}
(1

2
− y
)
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ただし, 内点解 (y∗, x∗) のときは分母分子が 0
0
となるので, 解が存在するのかどうか分か

らない. そこで,
(
y∗ − ε

b + d
, x
)

, ただし |ε| + 1 とする. これを代入すると

φ =
(d − ε)(b + ε){a − (a + c)x}(1 − 2x)

ε(b + d)(b − d + 2ε)x(1 − x)

となる. この φは, x =
a ±

√
ac

a − c
のとき φ は最小値を取る. ただし, ε が十分に小さいの

で,
1
2

< x <
a

a + c
, または a

a + c
< x <

1
2
の範囲内で, ほとんどすべての φ で解が存在す

る. (証終)

命題 3. (KAM の定理, Arnold and Avez [2]を変更) ほとんどすべての δ1,δ2 に対し
て, ノイズが存在する不変トーラスでノイズが存在しない場合の不変トーラスに近いもの
が正の測度で存在する.

証明: |Hn − H| < ε となる δ1,δ2 の値の組が正の測度で存在すればよい. ただし, ε は十
分小さい, 正のある値とする. 計算すると,

|Hn − H| = log
y−δ2d(1 − y)δ2b

(1
2
− y
)δ2

x−δ1a(1 − x)δ1c
(1

2
− x
)δ1

= δ2 log
{
y−d(1 − y)b

(1
2
− y
)}

− δ1 log
{

x−a(1 − x)c
(1

2
− x
)}

となる. よって |Hn −H| < ε となる δ1, δ2 の値の組は正の測度で存在する. (証終)

定理 1. 純粋戦略と混合戦略という複数均衡を持つ大域不安定なゲームに, ノイズが存
在し,

abcd

(a + c)(b + d)
< 0 を満たすとき, Arnold拡散が存在する.

証明: 命題 2では, ノイズが存在し,
abcd

(a + c)(b + d)
< 0 のとき, 漸近安定な内点均衡が存

在した. よって大域的に不安定なゲームにこの条件を満たす場合, ある点 pで,
TpW s(y, x, δ) + TpW u(y, x, δ) = R2

となる横断面が存在することが分かる.
また, 命題 3の KAMの定理が成立することから, ノイズが存在しても, 不変トーラス

(torus)が存在する. よって安定多様体 (stable manifold) W s(y, x, δ1, δ2)と 不安定多様
体 (unstable manifold) W u(y, x, δ1, δ2) が点 pで交わる点が稠密に存在する. よってそ
れをつなぐ遷移チェーン (transition chain)が存在する.(Arnold [1], Theorem 2) よって
それに沿って不変トーラスの近傍を通過するような軌道が存在する (Arnold [1], Theorem 3).

(証終)
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株式市場におけるオーダーフローの実証的研究とそのモデル 

 
                    NiCT / 福山平成大学   増川純一 
要旨 
 株式市場など、order bookを公開している連続オークション市場において、トレーダ

ーが指値注文を出す際に、どの程度、あるいはどの様に order bookの情報を利用している
のか検証する。その為に、ロンドン証券取引所の自動化された取引システムである SETS 
( Stock exchange Electronic Trading Service )のヒストリカルデータである Rebuild order 
bookを、指値注文と order bookとの相関と言う観点から詳しく調べた。その結果、指値は
ベキ乗側に従って広く分布している事、指値注文が出される時点で載っている注文量の分
布と強い相関を持つ事などが分かった。この様な相関を取り入れた連続オークション市場
のミクロモデルによって、fat tailや volatility clusteringなど株式市場における価格変動の
特徴が再現される。 
 
１．序論 
 
 株式市場や外国為替市場など、連続オークション方式1で取引されている金融市場におい
て、価格変動（あるいはリターン）の統計に見られる fat tailや volatility clusteringなど
の現象は stylized facts として広く知られている[ Mandelbrot (1963), Mantegna and 
Stanley (1995), Gopikrishnan et al. (1998), Liu et al. (1999), Cont (2001), Mizuno et al. 
(2003)]。ここで fat tailとは、価格変動の確率分布が、ベキ乗則など正規分布より広い裾野
を持つ事を表現した言葉、volatility clusteringとは、価格変動の大きさが強い自己相関を
持つ事を表す。それら価格変動の統計的性質の起源を明らかにする事は、経済物理学の重
要な課題のひとつであると考えられる。 
Fat tailや volatility clusteringの生成に関して、種々の可能なメカニズムが議論され、そ
の両方あるいはどちらかを価格変動の統計的性質として持つ様な、時系列モデル[ Engle 
(1995)等]やトレーダーモデル[高安秀樹, 高安美佐子 (2001)等]が数多く提案されている。
その中で、order book によって取引されている注文駆動型のマーケットに関して、オーダ
ーフローから議論するミクロモデルの研究が注目される[ Maslov (2000), Challet and 
Stinchcombe (2003), Smith et al. (2003)]。その様な研究の中で、最近、「株式市場におい
て、指値注文がすでに多くの注文が載っている価格に殺到しやすい傾向があれば、指値間
の価格差の揺らぎが大きくなり、それにより価格変動（あるいはリターン）の統計に fat tail
や volatility clusteringなどの現象が生じる事」が、ミクロモデルのシミュレーションによ
り確認された[増川純一 (2006), Maskawa (2006)]。 
「株式市場の指値注文が、すでに多くの注文が載っている価格に殺到しやすい傾向がある」
という仮説は、市場データにより実証されたものではない。そこで、本報告では、株式市
場など、order book を公開している連続オークション市場を前提とし、トレーダーが指値
注文を出す際に、どの程度、あるいはどの様に order bookの情報を利用しているのかを検
証したい。その為に、ロンドン証券取引所の自動化された取引システム SETS ( Stock 
exchange Electronic Trading Service)のヒストリカルデータである Rebuild order bookを、
指値注文と order bookとの相関と言う観点から詳しく調べた。その結果、指値はベキ乗則

                                                  
1 連続オークション方式について、例えば大村敬一他 ( 1998)を参照。 
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に従って広く分布している事、指値注文が出される時点で載っている注文量の分布と強い
相関を持つ事、などが分かった。ただし、「株式市場の指値注文が、すでに多くの注文が載
っている指値に殺到しやすい傾向がある」という仮説は、個々の価格において成り立つも
のではなく、粗視化した価格スケールで成り立つ事が分かった。また、指値と order book
の相関を考慮した、連続オークション市場のミクロモデルについても、３．の終りで述べ
。 る 
２．実証的研究の方法 
 
ここでは、まずロンドン証券取引所の自動化された取引システムである SETS、解析の対
象とした Rebuild order book、選択したデータセットについて簡単な説明を行う。次に、
ここで用いたデータセットの価格変動の確率分布が、実際に fat tailを持つ事を示す。また、
spread及び最良価格（askと bid）と次の注文価格との価格差の確率分布も fat tailを持つ
事を示す。これは、価格変動の確率分布が fat tailを持つ事の起源の一つと考えられる。最
後に、指値と order bookの相関を調べる方法について述べる。 
 
2.1 SETS 
 ロンドン証券取引所2は幾つかの取引システムを持っているが、SETS は完全に自動化さ
れた order bookによる取引システムである。トレーダーは、銘柄ごとの直近の取引価格や
当日の累積取引量とともに、執行されていない指値注文の価格ごとの累積注文量（いわゆ
る板情報）をリアルタイムで知る事が出来る。SETSの１日は３つの時間帯に分かれている。
まず、7:50-8:00の間に入った注文はオープニング・オークションとして価格優先の原則で
一括処理される。それに引き続く 8:00-16:30 の連続オークションでは、価格優先、時間優
先の原則で、売りと買いの注文が随時マッチングされていく。最後の、16:30-16:35 では、
再びクロージング・オークションとして、一括処理のマッチングが行われる。ここでは、
専ら連続オークションでの指値注文のみを解析の対象とした。 
 
2.2 Rebuild order book 
前述の完全に自動化された取引システムの導入によって、すべての執行及び注文データ
の収集が可能となった。ロンドン証券取引所では、それを Rebuild order bookとして販売
している。Rebuild order bookは月毎に次の３つのファイルにまとめられている。 

  
z Order detailファイル： 全注文の売り買いの別、価格（指値注文の場合）、数量など
が秒を単位とするタイムスタンプとともに記録されている。また、すべての注文に
は、連番とコードが割り当てられる。 

z Order historyファイル： 全注文の履歴（ deletion、expiry、partial match、full 
match） が数量、時間とともに記録されている。約定の場合は相手のコードも記載
されている。 

z Trade reportファイル：執行された注文の価格、数量、時間などが記録されている。 
 
これら 3つのファイルを合併し、時間順にソートしたものを解析の対象としている。 
 
2.3 データセット 
 解析の対象として、SETSで頻繁に取引されている、次の 13銘柄を選択した。 
 
Bank ( LLOY, HSBA, HBOS, BARCS, RBS), Beverages ( DGE), Oil & Gas ( SHEL, BP), 

                                                  
2 SETSにおける取引については、Guide to Trading Service version 10.5 ( London Stock 
Exchange発行、2006年)を参考にした。 
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Pharmaceuticals & Biotechnology ( AZN, GSK), Telecommunication Services ( BT, VOD), 
Food & Drag Retailers ( TSCO) 
 
データ期間は 2004年 7月から 12月の半年間、連続オークションで発生した、指値注文3、
キャンセル、取引データを解析の対象とした。ここで選んだ 13銘柄は、6つの業種にまた
がっているが、SETS内での 2004年 7月のトップ・バーゲン（13銘柄中、最高が VODの
8万 5千回／月、最低が TESCOの 4万 8千回／月）銘柄である。ここでの解析は、13銘
柄をプールしたデータを対象とする。その際、価格は各銘柄のティック・サイズを単位と
する。 
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図 1 価格変動の累積分布関数（両対数グラフ）。(a)価格はそれぞれの銘柄のティック・サイズを単位と
する。下から順に、取引毎(Tick by tick)に生じる価格変動、1分、2分、4分、8分、16分、32分間隔で
の価格変動の累積分布関数を表す。(b)(a)と同じ曲線を、それぞれの標本の標準偏差で規格化した価格を横
軸にプロットしたもの。参考の為、指数 3のベキ曲線（両対数グラフでは傾き-3の直線）を図示した。 
 
図 1(a)に取引毎の価格変動と一定の時間間隔（1分、2分、4分、8分、16分、32分）で

の価格変動の累積分布関数を示す。これらの確率分布はすべて fat tailを持つ。図 1(b)は、
同じ曲線を、それぞれの標本の標準偏差で規格化した価格を横軸にプロットしたもの。取
引毎の価格変動を除く、すべての時間間隔における価格変動の累積分布関数が、ほぼ同じ
「指数が３に近いベキ乗則に従う曲線」で表される事が分かる。これを power law tailと
いう。 
価格変動の fat tailには、主として 2つの起源が考えられる。一つは、取引量の確率分布

が fat tailを持つ事[ Gabaix et al. (2003)]。もう一つは、spreadや指値間の価格差の確率
分布が fat tailを持つ事である。Farmerら[ Farmer et al. (2004)]はロンドン証券取引所の
上場株式の実証研究により、「価格変動の大きさの分布は取引量の分布とは無関係であり、
それは最良気配（ask/bid）とそれに隣接する注文価格との間のギャップの分布により決ま
る」、また、「価格変動分布の fat tailは、このギャップの揺らぎ分布の fat tailと一致する」
と結論している。ここでは、spreadと最良価格（ask/bid）と次の注文価格との間の価格差
に注目した。結果を図 2に示す。いずれの確率分布も、指数が４に近い power law tailを
持つ事が分かる。 
 

                                                  
3 SETSのルールでは、連続オークションに成り行き注文を入れる事は出来ない。 
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図 2 Spreadと最良価格（ask/bid）と次の注文価格との価格差の累積分布関数（両対数グラフ）。Spread
は約定毎にサンプリングした標本。最良価格（ask/bid）と次の価格との間の価格差は売り側／買い側での
約定毎にサンプリングした標本。参考の為、指数４のベキ曲線（両対数グラフでは傾き-４の直線）を図示
した。 
 
2.4 指値と order bookの相関を調べる方法 
 時間順にソートした Rebuild order book を用いる事によって、各瞬間での最良価格
（ask/bid）を含む order book 情報を再現する事が出来る。ここでは、指値の order book
との相関として、次の３つの項目をについて、それぞれのサイド（売り側／買い側）で調
べる。 
 
① 指値とその時の最良価格との価格差の統計を調べる。 
② 各瞬間において、それぞれの価格に累積された未執行の指値注文量を知る事が出
来る。従って、価格を累積注文量の大きさの順位でソートした時、指値とその価
格の順位との相関を調べる事が出来る。具体的には、順位を所与とした時、その
価格が指値として選択される条件付確率を調べる。 

③ 同様にして、各瞬間における、各価格の累積注文量の全累積注文量に対する割合
を知る事が出来る。その割合を所与とした時、その割合の累積注文量が載った価
格が指値として選択される条件付確率を調べる。 

 
次節 3.1～3.3で、①～③の解析結果をそれぞれ詳しく述べる。 
 
３．結果と考察  
 この節では、前節で述べた方法によって、指値と order bookの相関を幾つかの観点から
調べた結果を報告する。 
 
3.1 指値とその時の最良価格との価格差の統計 
 トレーダーは、絶対価格ではなく、注文時の最良価格（ask/bid）を基準に指値を選択す
る。その事を端的に表したグラフが図 3 である。図 3 は指値と最良価格との価格差の確率
密度関数で、横軸の原点は ask や bid に指値が入った事に対応する。我々のデータでは、
売り注文の約 44％で askが、買い注文の約 45％で bidが指値として選択された。また、原
点より左側は spread内に注文が入った事に対応し（売り注文、買い注文ともに約 9％）こ
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の場合 spreadは狭まる。原点より右側は最良価格よりも高値で売ろうとした注文（あるい
は、最良価格よりも安値で買おうとした注文）であるが、指数が 1.5に近い power lawに
従って広く分布している。この結果は、先行研究[ Bouchaud et al（2002）, Zovko and 
Farmer (2002)]とも整合的である。 
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図 3 指値とその時の最良価格との価格差の確率密度関数（片対数グラフ）。横軸はティック・サイズを単
位とした価格差。枠内は同じデータの累積分布関数の両対数グラフ。 
 
3.2 指値とその累積注文量の大きさの順位との相関 
 「株式市場の指値注文が、すでに多くの注文が載っている価格に殺到しやすい傾向があ
る」という仮説を検証する。Rebuild order bookから、各瞬間における、各価格の累積注
文量を知る事が出来る。価格を累積注文量の大きさの順位でソートし、順位を所与とした
時、その価格が指値として選択される条件付確率を調べる。図 4(a)に示された結果から、
累積注文量の多い指値が選択されやすいという仮説は、順位で見た時、押し並べて正しい
主張ではない事が分かる。 
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図 4 価格が指値として選択される確率。(a)累積注文量の大きさの順位を所与とした時の条件付確率（両
対数グラフ）。売り注文のグラフのエラーバーは 95％信頼区間を表す。買い注文のグラフでは、図が煩雑
になるので省略した。(b)同じデータを、順位の累積注文量の全注文量に対する割合の平均値を横軸にして
プロットしたもの。曲線付近の数値は対応する点の順位を表す。原点に近いほど順位は下になっている。 
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累積注文量の大きさの１番は、条件付確率の大きさでは 5 番目になっている。それ以外は
累積注文量の大きさの順位通りである。 
図 4(b)は(a)で示した結果を、その順位の価格に積まれた累積注文量の全注文量に対する
割合の平均値を横軸にしてプロットしたものである。このプロットから、累積注文量の割
合の小さいうちは、割合が大きくなるに従って更に注文を引き付けるが、ある境を越える
と逆にその傾向が小さくなっている事が分かる。その境は割合の平均値が 0.13付近にある。 
 
3.3 指値とその累積注文量の全累積注文量に対する割合との相関 
 ここでは、3.2で行った仮説の検証を更に詳細に行う。前述した様に、Rebuild order book
から、各瞬間における各価格の累積注文量を知る事が出来る。累積注文量の全累積注文量
に対する割合を所与とした時、その割合の累積注文量が載った価格が指値として選択され
る条件付確率を調べる。 
 これからの議論をクリアに行う目的で、幾つかの確率変数を導入する。確率変数 、
を次の様に定義する。 

iF iS
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ここで は、最良価格との価格差（売り側：price – ask、買い側：bid-price）を表す。累積
注文数の割合が である価格差が選択される条件付確率を とすると、それは、次の様に
分解できる。 
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即ち、 は価格差 の累積注文数が である時に、その価格が指値として選択される確率

の全価格に渡る重みつき平均値である。 
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図 5 累積注文量の全累積注文量に対する割合を所与とした時の条件付確率。エラーバーは 95％信頼区間
を表す。サンプル数が 10以上の点のみを表示した。(a)売り注文。(b)買い注文。 
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図 5に条件付確率 のグラフを示す。売り注文、買い注文ともに が小さい側では、累
積量が多いほど指値として選択される確率が減少し

fP f
4.0=f の付近で極小となり、その後増

加に転ずる。従って、累積注文量の多い指値ほど選択されやすいという仮説は、全価格に
渡る平均値に関しては、すべての割合で一様に成り立つものではない事が分かる。 
そこで、同じデータを異なる価格のスケールで調べる事にする。まず、価格差を…

(-2i,-2i+1),…、(-4,-3)、(-2,-1)、(0,1)、(2,3)、(4,5)、…、(2i,2i+1)、…とグループ化し、そ
れぞれグループ(-i)、…、グループ(-2)、グループ(-1)、グループ 0、グループ 1、グループ 2、
…、グループ i、…と名付ける。粗視化したスケールではグループ 0を最良価格と呼び、グ
ループ間の距離を同じ様に価格差と呼ぶ事にする。同様の操作で、二つのグループを一つ
にまとめるという粗視化を繰り返す。それぞれのスケールでの確率変数を次の様に定義す
る。 
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ここで、 は粗視化の回数を表し、 、 である。この時、スケー
ル で価格差グループ が選択される条件付き確率 
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図６ 粗視化したスケールでの、累積注文量の全累積注文量に対する割合を所与とした時の条件付確率。
サンプル数が 10以上の点のみを表示した。パラメータｋの説明は本文中。(a)売り注文。(b)買い注文。 
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図 6 はスケール 0=k から での条件付確率 である。この結果から、粗視化した
スケールでは、累積注文量の多い指値ほど選択されやすいという仮説は、すべての割合で、
ほぼ一様に成り立つ事が分かる。 

5=k f
kP

式(1)により示した様に、図 5、６で見た条件付確率は、全価格に渡る重みつき平均値で
ある。そこで、条件付確率 が、価格差 に依ってどの様に変わるのかを
見る事にする。ただし、粗視化したスケールでは、最良価格以外が選択される確率は極端
に低くなる（図 3を参照）。そこで、ここでは、最良価格
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優先順位の高い価格帯 （スプレッド内の価格）の 3グループに分けて調べた。図７は、
条件付確率 、 、 のグラフ

である。これらには、保存式 
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の重み付き平均値になる。条件付確率 が 依存し
ないとすると、すべての割合 について、等式 が成り立つ。
割 合 の 指 値 が 平 均 よ り 選 択 さ れ る 確 率 が 高 い の で あ れ ば 、 不 等 式

が成り立ち、逆ならば とな
る。図７には、参考のため平均を表す直線を引いた。売り注文も買い注文も、最良価格と
それより優先順位の低い価格グループに関しては、累積注文量の多い側で、平均より選択
される確率が高い。これは、優先順位の低い価格グループに関してより顕著であり、例え
ば のケースでは、 の大きいところで、平均の数百倍の値にまで達する。もう少し具
体的に言うと、元の価格スケールで最良価格から 31ティックまでの価格帯に、全累積注文
量の 0.7 割に満たない注文量しか累積されていない場合（従って、32 ティック以上離れた
価格帯に 9.3割以上の注文量が累積されている）は、その差が縮まる確率よりも、益々広が
る確率のほうが高い。即ち、最良価格付近で指値間のギャップが広い状態が、安定に存在
する事になる。 
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図７ 粗視化したスケールにおける累積注文量の割合に対する条件付確率。価格を、最良価格（price = ask 
(bid)、実線、横軸は最良価格の累積注文量）、それより優先順位の低い価格（price >(<) ask(bid)、点線、
横軸は優先順位の低い価格すべてに積まれた累積注文量）、それより優先順位の高い価格（price <(>) 
ask(bid)：spread内 、破線、横軸は最良価格の累積注文量）の 3グループに分けた。水平な直線は、各価
格が累積注文量の割合にかかわりなく選択されたとした場合の確率を表す。 
 
最良価格から 31ティックまでの価格帯に、全累積注文量の 0.7割に満たない注文量しか
累積されていない確率は、1 万分の１のオーダーしかないが、それでも価格変動分布の fat 
tail を説明するには十分であろうか。この事を知るには、ここで調べた指値と order book
の相関を導入したミクロモデルの価格変動を調べればよい。 
前大会の報告[増川純一 (2006)]や文献[ Maskawa (2006)]では、「指値は確率 pで累積注
文量が多い価格が優先的に（累積量に比例して）選択され、確率 1-pで spread内か ask/bi d
から一定の距離内の価格がランダムに選択される」ミクロモデルを調べた。シミュレーシ
ョンの結果、ｐのある範囲で、価格変動の確率分布にベキ乗則に従う fat tailと、価格変動
の大きさに強い自己相関（volatility clustering）が生じるという事が分かった。この事情
は、スケールフリー・ネットワーク[  Albert and Barabasi (2002)]の成長過程として提案さ
れた、優先的選択型成長モデル（Preferential attachment growth model）[ Barabasi and 
Albert (1999)]と類似している。ネットワーク理論ではエッジの数の多いノードが優先的に
選択されるため、エッジの数の分布がベキ分布に成長していく。連続オークションのミク
ロモデルでは、注文量の多い指値が優先的に選択される事により、指値間の価格差に、ベ
キ分布に従う自己相関の強い揺らぎが生じる。また、fat tailと volatility clusteringが生じ
たケースのシミュレーションの指値データを用いて、その発生順だけをシャッフルしたサ
ロゲート・データでの価格変動シミュレーションを行うと、fat tailは消え、価格変動の大
きさの自己相関も弱まる事も分かった[ Maskawa (2006)]。この事と今回の実証研究から、
実際に存在する指値と order bookの相関が、価格変動の fat tailや強い自己相関の起源で
あると考えられる。 
 
４．結論 
ロンドン証券取引所の自動化された取引システム SETS のヒストリカルデータである

Rebuild order bookを、指値注文の order bookとの相関と言う観点から調べた。その結果、
最良価格より優先順位の低い指値が、ベキ乗則に従って広く分布している事、粗視化した
価格スケールでは、「株式市場の指値注文が、すでに多くの注文が載っている価格に殺到し
やすい傾向がある」事が分かった。 
また、この様な指値と order bookの相関は、指値間の価格差にベキ分布に従う、自己相
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関の強い揺らぎを生じさせ、それが価格変動の fat tailや volatility clusteringの起源であ
ると考えられる。 
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生産ネットワークと連鎖倒産

藤原 義久 ∗

NiCT/ATR CIS 応用ネットワーク科学研究室
〒 619-0288 京都府相楽郡精華町光台 2-2-2

Abstract

生産ネットワークにおけるリンクは多くの場合，貸手–借手の関係である．一つの企業が倒産すると，そ
の上流側にある企業が 2次的な影響を受ける．過去 10年間の倒産統計データ及び網羅的な倒産データを
用いて，このようなリンク効果による倒産がその規模において決して無視できないことを示す．また，倒
産時負債額が大きなべき領域において，リンク効果による倒産の頻度が販売不振のそれよりも大きいこと
を示す．取引数は，入次数・出次数について裾野の長い分布をもつことから連鎖倒産による ripple effect
はナイーブに考えるよりも大きいことを指摘する．
Keywords: 生産ネットワーク，連鎖倒産，べき則，経済物理

1 はじめに
生産ネットワークとは，企業がその「上流」の企業たちから，原材料や商品などの中間財となる財やサー

ビスを買い，それに付加価値を付けたものをその「下流」にある企業たち，最終的には消費者に売るとい
う一連の経済活動全体を指している．
例として，自動車製造業者を考えてみよう．その企業は，機械部品，電気部品，車体や組み立て機械を

含む多数の中間財を買い，自動車を製造する．製造された自動車には，中間財それぞれ単独では存在しな
かった付加価値をその製造業者は付けているのであり，将来に利益が得られるであろうという期待をもっ
ていることが当然この生産の動機になっている．
その上流にはブレーキ製造業者がいるだろう．その企業は，金属素材の原材料や電子制御機器や工作機

械を含む中間財を買い、ブレーキを製造する．この企業の販売先には，先の自動車製造企業だけでなく他
の企業や，さらに航空機製造や鉄道車両製造など他の産業分野の企業が含まれうる．一方では，先の自動
車製造企業の下流には，自動車販売企業があって，サービスという付加価値を付けて，最下流にある消費
者に販売を行っているだろう．
これらの付加価値を次々と付していく過程全体は上流から下流におよぶ巨大な関係網を形成している．

この関係網の各プロセスでは，投入物として 労働 (labor)と資本 (financing)も必要とする．これら生産，
労働，金融は経済活動の最も基本的な基盤である．
生産ネットワークにおける付加価値の総和は国内の正味の総生産量，すなわち GDP である．マクロ経

済のさまざまなふるまいの理解に，生産ネットワークと，その構造，時間的な変化を把握することが重要
であるにも関わらず，これまで数百万規模の企業の関係網はあまり研究されてこなかった．この論文では，
生産ネットワーク上の負の側面 (連鎖)について述べる．
上の例では「将来に利益が得られるであろう」という表現をしたが，企業のこの動機の実現には事前的

な保証はなく，事後的に決まる売上・コストから利益が決まるに過ぎない．売上は販売先にある下流の企
業や消費者の購買に依存している．またコストは，上流の仕入先からの中間財の供給量や価格，労働コス
ト，金融コストに依存している．したがって，企業の想定する利益は，その企業が埋め込まれている上流・
下流との関係性 (と労働・金融)に依存して事後的に決定される．
さて，生産ネットワークの各々の有向エッジは多くの場合，基本的には信用取引である．例えば，仕入先

である上流の企業への支払いは瞬時に行われるわけではなく，一定の期間中に行うという信用に基づいて
∗e-mail: yfujiwar@atr.jp
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いる．いわゆる掛けであり，支払う側からは買掛金，支払われる側からは売掛金とよばれる．たとえ決済
が瞬時に行われるとしても，支払いを受ける側の企業は支払いを行う企業について不完全な情報しか持っ
ていない．また別の例として，関連会社・子会社間で行われる貸借や，金融機関からの借入金，労働者の
賃金も信用をベースにしていると言えるだろう．特に，生産ネットワークの有向エッジは，貸手 (creditor)
と借手 (debtor)の関係性であるという見方ができる (例えば [1])．
仮にある企業が債務超過に陥り，資金繰りが悪化して倒産すると，上流側にいる企業は売掛金が回収で

きなくなる可能性がある．貸手の債務が集積すると，その企業も結果的に倒産する可能性があり，これは
連鎖倒産とよばれる．
このような連鎖倒産は稀な現象であり，その影響も比較的大きくないのではないかと思われる．このメ

モでは，企業の連鎖倒産は決して無視できない影響があることを示す．実際，倒産全体に占める連鎖倒産
の割合は，その影響の指標となる倒産時の負債総額について，約 20% であり，GDP に対して無視でき
ない負債額を占めている．倒産時の負債は，特に上流にある企業 (債権者)に影響を与えうる．生産ネッ
トワークの入次数分布はべき分布として裾野の長い分布に従っているので，連鎖倒産では元の倒産企業か
ら見て 2リンク先の上流側にある企業数がナイーブに考えるよりも多いために，そのさざ波効果 (ripple
effect)は大きいと考えられる．
次節では，過去 10年から 20年間に日本で発生した倒産について調べる．特に，年間倒産件数，倒産時

負債総額，名目 GDPに対する負債総額の比，倒産原因について述べ，連鎖倒産がマクロ経済に及ぼす影
響がかなり大きいことを統計データにより示す．3節では，生産ネットワークにおける次数，すなわち上
流・下流側に隣接する企業数の分布が裾野の長いスケールフリー性をもっていることを実際のデータで示
す．この事実は，連鎖倒産の起こる可能な範囲を正しく評価する上で重要な意味をもっていることを示す．
これは社会学でいう，さざ波効果の一種である．4節でまとめを述べる．

2 倒産
件数と負債額
「倒産」とは債務者である企業が致命的な財務状態に陥ったことを指す一般的な用語である．その形態
はさまざまで，銀行取引停止，会社更正法，民事再生法，内整理や破産などが含まれる．いずれにせよ，
企業の資金繰りが極端に悪化して，事実上取引自体ができなくなった状態である．
データは [3]に公開されているもの，または直接問い合わせて提供をいただいた統計資料による．この

データ源はある企業調査会社のものであり，元のデータは倒産時負債額 (以下，単に負債額という)1000万
円以上の倒産についての網羅的な調査データと，負債額が 1000万円以下の倒産についての全国支社によ
る調査から成り立っている．データ全体で国内のほぼすべての倒産をカバーしている．
過去 10年間で，年間倒産件数は 1万件から 2万件で推移している (図 1 (a))．また倒産時負債総額は 10

兆円から 25兆円にのぼる (同図 (b))．倒産企業の負債総額は全体として非常に大きい．実際，負債総額を
年度ごとに集計したデータでみると，各年の名目GDP の 2% 以上である (図 1 (b))．例えば 2001年の倒
産件数は 19,991件，負債総額は約 16兆 2800億円であり，同年名目 GDP の 3% に相当する．

倒産原因
企業調査会社により，各倒産の原因について分類がなされている1．ここでは，それが企業単体による失

敗が原因であるのか，他の企業とのつながりによるのかによって，大きく 2つに分ける．

1分類は互いに排他的である．実際には，その調査会社が各倒産について，公開されていない方法で，すべての分類について点数
または重み付けを行い，最も重みの大きな主原因をその倒産の原因として分類する．一般的に，ある倒産には複数の原因が絡んでい
ることが多いと考えられるが，ここで用いる倒産原因が最も重要な原因として評価されていることから，この分類を採用する．

2



(a)

0

10

20

30

40

85 90 95 00 05
0

5

10

15

20

25

30
To

ta
l d

eb
t (

in
 tr

illi
on

 y
en

)

# 
Ba

nk
ru

pt
ci

es
 (×

10
3 )

Annual year

(left)
(right)

(b)

0

10

20

30

40

96 97 98 99 00 01 02 03 04
0

2

4

6

To
ta

l d
eb

t (
in

 tr
illi

on
 y

en
)

R
at

io
 (%

) t
o 

no
m

in
al

 G
D

P

Fiscal year

(left)
(right)

図 1: (a) 1985年から 2005年までの各暦年の倒産件数 (右縦軸で示される点)と，倒産時負債総額 (単位は
1兆円;左縦軸で示される棒グラフ)．(b) 1996年度から 2004年度までの各年度の負債総額 (棒グラフ)と，
その名目 GDP比 (三角形の点; 右縦軸)．

1. 単独の失敗

(a) 販売不振 (業績低迷など)

(b) 放漫経営 (事業失敗，事業外の失敗など)

(c) 赤字累積
(d) 過小資本 (運転資金の欠乏，金利負担の増加)

(e) 偶発的原因
(f) 在庫状態悪化
(g) 設備投資過大

2. リンク効果またはネットワーク効果

(a) 他社倒産の余波 (不良債権の発生)

(b) 売掛金回収難

これ以外を 3(a)金融機関の打ち切りなどの信用低下，3(b)その他とする．
1997年度を例にとり，総件数 18,246について倒産原因別件数をみると，多い順から，8,956 (1a), 2,724

(1b), 2,002 (1c), 1,792 (2a), 1,404 (1d), 373 (1g), 358 (2b), 330 (1e), 210 (3a), 89 (1f), 8 (3b)となる．
リンク効果とは分かりやすく言うと，次のような過程である．取引とは基本的に信用取引である．企業

B が原材料を企業 A から購入しているとする．B による A への支払いはある期末に行われるのが普通で
ある．すなわち取引関係とは，貸手 (A)–借手 (B)の関係であることが多い． いま B が倒産して，未払が
発生すると，A にとっての売掛金は回収できない．また既に納入した製品も回収できない．
また関連会社・兄弟会社間では，持ちつ持たれつ的な取引が行われることも多く，明確な売掛金・買掛

金というよりは，貸し借りに近い場合も少なくないようである．
これら 2のケースを生産ネットワーク上での負の連鎖としてリンク効果とよんだが，その効果はどれく

らい大きなものなのか? どれくらい頻繁に起こっているのか? またその効果は倒産時の企業サイズ (負債
額)にどのように依存するのか? これらを次の小節でみよう．

負債額の分布
1997年に負債額 1000万円以上で倒産した負債額の分布が，図 2 (a)である．倒産件数は 16,526社であ

り，うち販売不振 (1a)が 7,834社，リンク効果 (2a および 2b)によるものが 1,942社である．
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図 2: (a) 倒産時負債額の累積確率分布．総件数は 1997年に倒産した負債額 1000 万円以上の企業 16,526
社．(b) 倒産原因で条件付したときのいわゆるランク (縦軸)–サイズすなわち負債額 (横軸)プロット．ラ
ンクは負債額の大きさの順に付ける．倒産原因はリンク効果 (原因 2)と販売不振 (1a)であり，各々の総件
数は 1,942社と 7,834社．リンク効果を黒丸で，販売不振を十字で示す．

負債額が 102×百万円 (1億円)以上の領域で，3桁またはそれ以上にわたりべき (power-law)分布が観
測される．起こった倒産の負債額が x以上である確率を P>(x)で表すと，その領域で P>(x) ∝ x−µ とな
る．ここで，µは Pareto 指数とよばれる定数であり，いまの場合，べき領域において対数スケールで等
間隔にサンプリングしたデータに対する最小二乗フィットにより，µ = 0.911± 0.008と評価される．詳し
くは [4]を見られたい．また企業のサイズ分布はいわゆる Zipf 則 (µ = 1)に従う領域が大企業側に広く存
在していることが知られている ([5]やその文献を参照)．
さて倒産原因 1a と 2 を比較するため，ランクサイズプロットを倒産原因別に行った結果が図 2 (b)であ

る．倒産した企業データが与えられているとき，負債額 xにより条件付した 2つの倒産原因の確率を比較
するには，もちろん条件付累積確率ではなく，各々の原因による倒産件数を考慮すべきなので，ランクサ
イズプロットで比較すればよい．これによると，µがリンク効果の場合に異なることが分かる．特に，リ
ンク効果は販売不振の単独原因よりも分布の裾野が長い．他の単独原因との比較についても同様であるの
で，負債額が大きくなればなるほど，単独原因よりもリンク効果の方がより頻度が高いか，少なくとも販
売不振と同程度であることを意味する．
実際，2001年度における原因 2aによる倒産は合計 1,731件である．大変興味深いことに，負債総額が

大きくなればなるほど，リンク効果に関する倒産原因が占める割合は大きくなる．実際，同年度において，
負債額 100億円以上の倒産 208社のうち，リンク効果である他社倒産の余波 62件が，販売不振 48件や他
の倒産原因よりもむしろ多くなっていることは注目すべきである．
この事実は，統計データを調べた範囲，すなわち 1995年から 2004年のすべての年で同じように成り立

つ．図 3は，その一例として，2004年度において，リンク効果による倒産だけを選択して負債額の累積分
布をとったものと，販売不振による倒産だけに対する負債額の累積分布を比較して示したものである．分
布は規格化せずに，ランクサイズプロットしたものであるので，販売不振の件数はリンク効果による件数
よりも多いにもかかわらす，負債額が大きな領域では，後者が前者を上回っていることが分かる．
さらに，他年の結果も図 4に，リンク効果による倒産が全体の倒産に占める割合で示す．ここ 10年間

のデータによると，割合を倒産件数について調べると，リンク効果が約 10% 前後，負債額については大
まかに言って 20% くらいを占めている．上記の通り，負債額が大きくなればなるほど，リンク効果の割
合は件数でも負債額でも大きくなり，特に負債額は 30% を占める．
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図 3: 図 2 (b)と同じ．1995年度から 2004年度までの集計データから作成．各年度について、リンク効
果を黒丸で，販売不振を十字で示した．
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図 4: すべての倒産に占めるリンク効果によるものの割合．倒産件数については三角形で，負債総額につ
いては四角で示す．

3 生産ネットワークの次数分布とRipple effect

実際に倒産が起こると，その影響を受ける債権者はどれくらい多いのだろうか．企業が倒産すると，多
くの場合，上流側に影響が及ぼされる．これは，生産に関する債権者は主に上流に存在するからである．
例えば下表は，ある倒産企業の実際の債権者リストをまとめたものである．

関係 件数 負債額 (千円)
取引等a 96 1,360,592
金融b 12 3,393,976
合計 108 4,754,568

負債金額に関しては金融機関からの借入金が大きいが，影響を受けた企業数でいうと，取引企業 (上流
側にある倒産企業の仕入先)が圧倒的に多い．表のエントリ「96」のうち 65社は，売掛金に関する債権者
になっている．これらの企業の影響の受け方は企業ごとに異なると思われる．販売先を大量にもつ企業は
影響を比較的受けにくいのかもしれないが，限られた販売先しか持っていない場合，あるいは倒産企業が
重要な販路であった場合には致命的になり，連鎖倒産の可能な経路であると考えられる．
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図 5: 生産ネットワークの入次数 (左)および出次数 (右)の累積確率分布．中間財の流れが企業 A から B
へあるときに，有向エッジ A から B があると定義する．2003年の 23,490社を含むデータ．
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いずれにせよ，多くの場合，連鎖倒産の可能性を受ける企業数が一般的に大きくなることには注意する
必要がある．上例の 65社という数は例外的に大きな数字ではない．実際，取引先の数の分布，すなわち
仕入先数・販売先数の分布は裾野が長い分布をもつ．企業 A が企業 B に製品を販売しているとき，A か
ら B への向きの有向エッジがあると定義する．2003年の日経データ (範囲は上場企業約 3000社を販売先
または取引先として含む約 3万社のリンクデータ2)を用いて，入次数と出次数の分布を調べたのが図 5で
ある．次数を dとすると，累積分布は次数が 10以上の範囲で，べき分布 P>(d) ∝ d−µにしたがうことが
分かる．参考のため µの値として，1.4 または 1.5 の対数プロットにおける傾きを図中に描いた．
大きな出次数をもつ企業は，三菱商事，伊藤忠，丸紅を含む商社と，富士通，松下を含む製造業である．

大きな入次数をもつ企業は，それら企業に加え，トヨタ，日産を含む自動車製造業，大成建設を含む建設
業である．
入次数が裾野の長い分布をもつことから，ある企業の上流 1リンク目に比較的多くの企業が存在するこ

とが分かるだけでなく，ナイーブに考えるよりもより多くの企業が 2リンク上流に存在することがいえる．
平均入次数を 10と仮定する．ナイーブに考えると上流 2リンク目にある企業数は，10× 10すなわち 100
である (重なりを無視して)と評価できると考えられる．しかしながら，入次数が大きな企業が存在する確
率が大きいことから，2リンク上流側の企業の数はそれよりも大きくなる．
実際，[6]にあるように，2リンク先のノード数 (いわば「友達の友達」の数)の平均を n2と表すと，無

向グラフの場合
n2 =

〈
k2
〉
− 〈 k 〉 , (1)

で評価が与えられる．ここで，k は次数，〈 · 〉は次数分布 pk についての平均を表す．裾野が長い次数分
布では，(1)の右辺第一項が大きくなり，ナイーブに上のように考えた 〈 k 〉2よりも，実際の n2は大きく
なる．

2004年の生産ネットワークのデータ (総ノード数 20,601かつ総リンク数 66,623) を無向グラフとみな
すと

〈 k 〉 = 6.468,
〈

k2
〉

= 287.0 , (2)

である．(2)から，ナイーブな評価では 〈 k 〉2 ∼ 42となるが，(1)からは 280.50と評価される．実際の値
は n2 = 219.6である．
このことは，下流にある企業が倒産したことの ripple(さざ波)効果の影響を受けて，財務状況が悪化す

る可能性がある企業数が単純に考えるよりも大きくなりうることを示唆している (上例として図 6)．もち
ろん上述の通り，出次数が大きくかつ財務状況のよい企業が受ける影響は，出次数が少ないかまたは企業
サイズが比較的小さくて影響を吸収できない企業が受ける影響よりは小さいだろう．しかし，1リンクま
たは 2リンク上流で影響を受ける可能性のある企業数が大きいということは，生産ネットワーク上での負
の連鎖を考える上で重要である．
下流から上流への影響では，出次数が少ないかまたは企業サイズが比較的小さい企業がネットワークと

して弱い (vulnerable)経路として働くだろう．一方，上流から下流へと見たときには，2リンク先に関す
るまったく同じ理由から，たとえ大きな企業でもその下流には，倒産または連鎖倒産の可能性をもつ企業
の数がナイーブに考えるよりも多く実際には存在していることがいえるだろう．前節で調べたリンク効果
という倒産原因が比較的大きな頻度をもつことと，ここで述べたことは密接に関係していると考えられる．

4 まとめ
過去 10年間の倒産集計データおよび網羅的な倒産データを用いて，生産ネットワークにおける借手–貸

手 (creditor-debtor)の関係性が連鎖倒産をもたらすこと，またその影響が重大であることを調べた．実

2上場企業以外の企業間の取引についてはデータが欠けており，入次数または出次数が比較的大きな部分に関してはあまり影響が
ないと仮定している．
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図 6: 倒産企業とその債権者，および債権者の仕入先全体の部分．倒産企業は比較的大きな地方の小売業
者で，中心にある．内円上のノードが債権者，外円にその仕入先があり，それら全体のノードからなる部
分グラフ．2005年の取引データ．
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際，全倒産に関係した倒産時負債総額の 20%近く，名目GDP比で数パーセントにものぼる倒産が，単独
倒産ではなく連鎖倒産である．また，負債総額がより大きな倒産では，販売不振などの単独の倒産原因よ
りもむしろ，他社倒産の余波や売掛金回収難というリンク効果による場合が多いことも示した．生産ネッ
トワークは，裾野の長い次数分布をもっているので，取引先の取引先，すなわち 2リンク先の企業数がナ
イーブに考えるよりも一桁大きい．このことと連鎖倒産というネットワーク効果は密接に関係していると
考えられる．
今後，より大きな生産ネットワークを解析することにより，連鎖倒産を従来とは異なる角度 (ネットワー

ク効果として)から，モニタリングしたり，また予測に役立たせるような新しい方向性があると筆者は考
える．
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ߦ⽎ߥ⊛ઍࠆߌ߅ߦᩣᑼᏒ႐ߊߠၮߦࠬࠕࠗࡃࠬࠢࠖ࠹ࠬ-ࡘࡅઍᕈޕ߁⸒ࠍߣߎߔ De 

Bondt&Thaler㨇1985㨉ࠆࠃߦㆊᔕ⽎ޕࠆ߇ᓐޔߪࠄㆊ5年㑆ߢᛩ⾗⋉₸ߩૐ࠻ࡐ

ࡈࡄ࠻࠙ࠕࠍࠝࠜࡈ࠻ࡐߚߞ߆㜞ߩ₸⋊ߢㆊ5年㑆ޔߢᓟ2㨪5年㑆ߩߘޔ߇߁߶ߩࠝࠜࡈ

ᛩ⾗ኅࠍේ࿃ߩߎޔߪࠄᓐޕߚߒឭ᩺ࠍㆊᔕ⺑㧔Overreaction hypothesis㧕߁ߣࠆߔࡓࠜ

ߩࠬࡦࡑࠜࡈࡄߦㆊޔࠅ߹ߟޕࠆߡߒ⺑ߡߒߣߩ߽ࠆࠃߦࠬࠢࠖ࠹ࠬࡘࡅઍᕈࠆࠃߦ

ૐ㌏ᨩޔߪᓟࠍࠬࡦࡑࠜࡈࡄࠃߩᦼᓙࠃޔߦߚߥ߈ߢᩣଔ᧚ᢱ߿ડᬺᚢ⇛ߦ㑐ࠆߔᖱ

ႎ߽ߤߥㆊዊ⹏ଔߩߘޔߒ߆ߒޕࠆࠇߐᓟޔᕁߤ߶ߚߡߞᖡ㌏ᨩߣߥ߽ߢ᳇ߩߘޔߦߚߊߠ

ᓟޕࠆߔࠍ৻ᣇޔㆊߚߞ߆⦟ߩࠬࡦࡑࠜࡈࡄߦ㌏ᨩޔߪ㌏ᨩߦ㑐ࠆߔᖱႎ߇ㆊߦᭉⷰⷞߐ

ࠇࠄᄁޔࠅ߆ಽ߇ߣߎߥ߽ߢߤ߶ߚߞᕁޔ߇ࠆࠇࠊ⾈ޔߦߚߩߘޕࠆࠇߐᦼᓙ߇ߩᓟޔࠇ

Clayman㨇1987㨉ޔߡߟߦ⽎ㆊᔕࠆߔ࿃ߦࠬࠢ࠶ࠖ࠹ࠬࡘࡅઍޔઁߩߘޕ߁߹ߒߡ

㕖߽ࠅࠃఝ⦟ડᬺࠆࠇࠊ⸒ߣ࠾ࡄࡦࠞ࠻ࡦࠢࠛߪࠄᓐޔߦ․ޕࠆߡߒବ㊁㨇2004㨉߽⏕߿

₪ࠍࠬࡦࡑࠜࡈࡄ㜞߇ᣇߩࠝࠜࡈ࠻ࡐߥߪߢఝ⦟ડᬺࠆࠇ߫ߣ࠾ࡄࡦࠞ࠻ࡦࠢࠛ

ᓧࠍߣߎࠆߔታ⸽ޔߚ߹ޕࠆߡߒSolt&Statman[1989]߿ Shefrin&Statman[1995]ࡘ࠴ࠜࡈޡߪ

ޔᬺࠅߢఝ⦟ᩣᑼߪᩣᑼߩఝ⦟ડᬺޟޔߡ↪ࠍડᬺ⹏್⺞ᩏߩޢࡦ ❣ਇᝄߩડᬺߩᩣᑼߪᖡᩣ

ᑼ߁ߣޠࠆߢ⠨߃ᣇ߳ߩ࿕ၫࠍઍᕈࠅࠃߦࠬࠢࠖ࠹ࠬࡘࡅ⺑ޕߚߒᓐޔߪࠄᓧὐߩ㜞



ડᬺ߽ࠅࠃᓧὐߩૐડᬺ߇ࠬࡦࡑࠜࡈࡄߩఝޟޔࠅ߅ߡࠇఝ⦟ડᬺߩᩣᑼߪఝ⦟ᩣᑼޔᬺࠅߢ ❣

ਇᝄߩડᬺߩᩣᑼߪᖡᩣᑼߪࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬ߁ߣޠࠆߢᒰࠍߣߎߥࠄ߹ߪߡታ⸽ޔߚ߹ޕߚߒ

ᰴߪߦଔ⹏ߩߘޔࠅߢኾ㐷ኅߩࠬࡦ࠽ࠗࠔࡈߤߥ経༡⠪߿࠻ࠬ࠽ࠕߩ㊄Ⲣᯏ㑐ߪᩏኻ⽎⠪⺞ߩߎ

㊄Ⲣޔߡߟߦᩏኻ⽎ડᬺ⺞ߪᩏኻ⽎⠪⺞ߊࠄᕟޕࠆᓧࠄ߃㑐ㅪ߽⠨ߩߣࠬࠕࠗࡃାㆊ⥄ࠆߴㅀߦ

ᓐޔߢߎߘޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆߡߞᜬࠍ⼂⍮ᷓࠆߔ㑐ߦડᬺޔߡߒᲧߦੱߥߡߞࠊ㑐ߦ経済߿

 ޕࠆߢߩࠆࠇࠄ߃⠨ߣ߆ߥߪߢߩߚߞ߇ା⥄ߪߦଔ⹏ߚߒណὐߦડᬺ߇ಽ⥄ߦ㓙ߩᩏ⺞ߪࠄ

⥄ାㆊޔߪߣࠬࠕࠗࡃᛩ⾗ኅߩㆊᷰߥᭉⷰࠄ߆Ꮢ႐ࠍ੍᷹ߩ⺋ޕ߁ࠍߣߎࠆ

Barber&Odean[2002]ࠍߣߎߥߊߒ⧏߇❣ᬺߩ࠳࠻ࡦࠗࡦࠝޔߪࠗࡦࠝޕߚߒߦ߆ࠄ

߇ߣߎࠆߔࠬࠢࠕߦᖱႎߥޘ᭽ޔߡߓㅢࠍ࠻࠶ࡀ࠲ࡦࠗߡߴᲧߦᛩ⾗ኅߩ⥸৻ޔߪ࠳࠻ࡦ

น⢻ޔߚ߹ޕࠆߢᖱႎ㊂ߩఝᕈߥࡓࠗ࠲࡞ࠕޔߕࠄ߹⇐ߦᖱႎขᓧᤨࠅࠃߦ㑆⊛ߥఝᕈ߽

ࠍߐᖡߩ❣ᬺߩ࠳࠻ࡦࠗࡦࠝߚߒ߁ߎޕࠆߡߒ Barber&Odean ࠳࠻ࡦࠗࡦࠝߪ

ޔࠝࠅ߹ߟޕߚߒ⺑ߣࠆߔ࿃ߦାㆊ⥄ߩ ޔߡߒᲧߦᛩ⾗ኅߩㅢᏱߥࠊⴕࠍขᒁࠆࠃߦࡦࠗࡦ

ߣࠆߡߞ⍮ߊࠃ߇ಽ⥄ߪߡߒ㑐ߦᏒ႐ޔࠄ߆ఝᕈߩᖱႎ㊂ࠆߔ㑐ߦᏒ႐ߪ࠳࠻ࡦࠗࡦࠝ

ᕁㄟะߩߘޕࠆ߇⚿ᨐޔㆊߦᄁ⾈ࠅ➅ࠍߒᚻᢙᢱ߇❣ᬺޔࠄ߆ߣߎߐ߆߇ᖡߣࠆߥߊ

ޔߪDe Bondt&Thaler㨇1995㨉ޕߥࠄ㒢ߦੱᛩ⾗ኅߪାㆊ⥄ߩᛩ⾗ኅߚߒ߁ߎޕࠆߢߩ߁

ᩣᑼᛩߦࡖࠫࡀࡑ࠼ࡦࠔࡈࡉࠖ࠹ࠢࠕ߇ࡖࠫࡀࡑ年㊄ޔ߿ขᒁㆊߩࡖࠫࡀࡑ࠼ࡦࠔࡈ

ߒߦ߆ࠄࠍߣߎࠆᓧࠅߎ߽ߦኾ㐷ኅߩ㊄Ⲣ߇ࠬࠕࠗࡃାㆊ⥄ޔࠄ߆ߤߥߣߎࠆߡߒଐ㗬ࠍ⾗

߁ߣࠆߔㆊ大⹏ଔࠍᚑഞߩା⥄ߤ߶ኾ㐷ኅࠆࠃߦMarch&Sharpira[1987]ޔߪ⠨ኤߩࠄᓐޕࠆߡ

⠨ኤߣᢛว⊛ߚߒ߁ߎޕࠆߢᛩ⾗ኅߩ⥄ାㆊߦ࿃ߪࠬࠕࠗࡃࠆߔઍᕈࡃࠬࠢࠖ࠹ࠬࡘࡅ

ࡃାㆊ⥄ࠆߌ߅ߦࡖࠫࡀࡑ࠼ࡦࠔࡈࡉࠖ࠹ࠢࠕޔߦ․ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⺑߽ࠄ߆ࠬࠕࠗ

ߢ経㛎߽⼾ንޔߪࠄᓐޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆߡߒ㑐ㅪ߽ߣࠬࠕࠗࡃࠬࠢࠖ࠹ࠬ-ࡘࡅઍᕈߪࠬࠕࠗ

ߩᏆ⥄ߩ㌏ᨩ߳߿႐ⅣႺ⋦ޔࠅ߅ߡߒ経㛎ࠍขᒁߩ㌏ᨩߩ࠲ࠢࠆࠁࠄ߿႐⋦ߥޘ᭽ࠄ߆ߣߎࠆ

⍮⼂߽ࠄ߆࠻ࠬ࠽ࠕ࠼ࠗࠨ࡞ߕࠄߥߺߩ࠻ࠬ࠽ࠕࠗࡃߩ␠⥄ޔߚ߹ޕࠆ߇⽶⥄ߦᏒ႐߿㌏ᨩ

ߣߎࠆߔขᓧࠍᖱႎߩߊᄙޔߡߒᲧߦੱᛩ⾗ኅߩ⥸৻ߦߚࠆߡߌฃࠍឭଏߩડᬺᖱႎࠆߔ㑐ߦ

ኻߦ㌏ᨩ߿႐⋦ߦߢߔ߁߽ޔࠄ߆ߣߎ߁ߣࠆߢን⼾߇⼂⍮߿経㛎ߪࠄᓐޔࠅ߹ߟޕࠆߢน⢻߇

ቯ৻߽ࠆߔขᓧࠍᖱႎߩߊᄙޔߚ߹ޕࠆ߇น⢻ᕈࠆߡߞ߹ߒߡߞ߇᧪߇ᢿၮḰ್ߩቯ৻ߡߒ

ᖱႎߥߒ⥌วߦᢿၮḰ್ߩᏆ⥄ޔ߈߇ㆬᛯ⊛ⷰኤߢߎߘޔߦߚࠆߡߞ߇߈ߢ߇ᢿၮḰ್ߩ

ᗧᔒߩㅪ৻ߚߒ߁ߘࠄ߆ߣߎࠆ߽⽶⥄ߩߡߒߣኾ㐷ኅޔߡ߃ടޕࠆน⢻ᕈ߽߁߹ߒߡࠇߐήⷞߪ

ቯㆊ⒟ߦኻޔߡߒㆊ大ߥ⥄ାࠍᜬޕࠆࠇߐ੍᷹߇ߣߎߟBogle[1999]ࡑ࠼ࡦࠔࡈࡉࠖ࠹ࠢࠕޔߪ

6ޔߪ₸⏕ࠆ回ࠍࠬࠢ࠶࠺ࡦࠗࠆߢᏒ႐ᐔဋ߇࠼ࡦࠔࡈࡉࠖ࠹ࠢࠕࠆߔℂ▤߇ࡖࠫࡀ ಽߩ 1

 ޕ#2ࠆߡߒႎ๔ࠍߣߎߚߞߢ

એޔߦ߁ࠃߩઍᕈ߽ࠬࠕࠗࡃࠬࠢࠖ࠹ࠬࡘࡅ⥄ାㆊ߽ࠬࠕࠗࡃ⸥ᙘߦၮ್ߊߠᢿ߇ࠁߩ

ޔࠄ߆ᾫ⍮ᗵߩᏒ႐߳߿㌏ᨩߚߞߣߐን⼾ߩ経㛎߿⼂⍮ߩり⥄ߪᛩ⾗ኅޔࠅ߹ߟޕࠆߡߒ࿃ߦߺ

⢐ቯ⊛ุ߽ߦቯ⊛߽ߦㆊߦ್ߚߞᢿߦࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬ߁ߣࠆߔࠍଐሽߚߒᗧᕁቯะޕࠆ߇

ࡘࡅઍᕈߡߒ࿃ߦࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬߚࠇߐᒻᚑߦၮࠍ⼂⍮߿ᙘ⸤ࠆߔኻߦ㌏ᨩ߿ᒰ⋧႐ޔࠅ߹ߟ

ା⥄ޔߚ߹ޕࠆ߃ߣࠬࠕࠗࡃࠆࠊ㑐ߦᣇะᕈߩᦼᓙߩߘޔߦ․ޔߒ↢⊑߇ࠬࠕࠗࡃࠬࠢࠖ࠹ࠬ

ㆊߪࠬࠕࠗࡃᒻᚑߩࠄ߆ࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬߚࠇߐᦼᓙࠍᒝ化ࠆߔ㑐ଥߣࠆߦ⠨ޕࠆࠇࠄ߃ 

ᦼᓙޔߪߡ߅ߦ会⊛⍮⎇ⓥ␠ޔߪᒝ化ߣ↢⊑ߩᦼᓙߥቯ․ߊߠၮߦࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬߥ߁ࠃߩߎ

⏕⸽ലᨐߡߒߣ⍮ޕࠆߡࠇࠄᦼᓙ⏕⸽ലᨐߦࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬޔߪߣၮޔߡߠᦼᓙ߇ᒻᚑߘޔࠇߐ

ߎޕ߁⸒ࠍߣߎߊߡࠇߐ⸽⏕ߡߞࠃߦࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬߦࠄߐ߇ࠇߘޔ߇߁ࠍߌ㑐ㅪઃߚߞ⺋߇ࠇ

学⠌႐ߩ↢ዊ学ޔߪࠄᓐޕࠆ߇Darley&Gross[1983]ޔߦⓥ⎇ߥ⊛ઍߚߒ㑐ㅪߦᦼᓙ⏕⸽ലᨐߩ

㕙ߩVTRࠍⵍ㛎⠪ߦߩߘޔߖዊ学↢ߩ学ജࠍផቯ߁ߣࠆߖߐታ㛎ࠍⴕޕߚߞ学⠌႐㕙ߩVTRޔߪ

㔍ߦᱜ⸃ߣࡦࠪࠆߔ◲නߥ㗴ࠍ㑆㆑߇ࡦࠪࠆ߃หᢙ㍳ߩߘޕࠆߡࠇߐ VTR ೨ࠆߖࠍ



ߩ2⒳㘃ߩߘޕࠆࠍߟ1ޔߜ߁ߩ864ߩ2⒳㘃ࠆ߆ಽߩኅᐸ㓏ጀޔߪⵍ㛎⠪ޔߦ VTR 1ޔߢߜ߁ߩ

ߪ೨⠪ޔࠅ߹ߟޕࠆߢߩ߽ࠆߔໂ␜ࠍኅᐸ㓏ጀૐߪᣇ৻߁߽ޔߩ߽ࠆߔໂ␜ࠍኅᐸ㓏ጀ㜞ߪߟ

⢻ജߩ㜞ࠍߐᦼᓙޔߖߐᓟ⠪ߪ⢻ജߩૐߐᦼᓙޕࠆߢߩ߽ࠆߖߐታ㛎ߩ⚿ᨐޔߪ೨ߩ VTR ৻ߦ

ޔߪߡ߅ߦ会⊛⍮⎇ⓥ␠ޕߚࠇߐߥ߇学ജ⹏ଔߚߒ⥌৻ߦᦼᓙޔࠇߐ⋠ᵈߦ⊛ㆬᛯ߇ታࠆߔ⥌

⥄ାㆊ߇ᦼᓙ⏕⸽ࠍᒝ化ߪߡߟߦߣߎࠆߔ論ߩߢ߹ࠇߎޔ߇ߥߡߓ⎇ⓥޔࠄ߆㤥ੱ߳࠹ࠬߩ

ࡊࠗ࠲ࠝ (Devine[1989], Sinclair & Kunda[1999])ࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬߩ߳ࠬ࠻ࠗࠛ࠙߿

(Cohen[1981])ޔߤߥⵍ㛎⠪߇ࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬߩᒝ࿕ࠆࠇߐ੍᷹߇ߣߎࠆߡࠇ߆▽ߦኻ⽎ߡ↪ࠍ

 ޕࠆࠇߐ੍߇ߣߎࠆߡߒࠍᢿ್ߥߩぷふߚߞ߽ࠍା⥄ޔࠄ߆ߣߎࠆ

 

㧞㧚⎇ⓥߩ⋡⊛ 

 

⽎ߊߠၮߦࠬࠕࠗࡃ⽎߽⥄ାㆊߊߠၮߦࠬࠕࠗࡃࠬࠢࠖ࠹ࠬࡘࡅઍᕈޔߦ߁ࠃߩߎ 

ࡦ࠽ࠗࠔࡈⴕേߩߢ߹ࠇߎޔߒ߆ߒޕࠆࠇߐໂ␜߇ߣߎࠆߔ㑐ਈ߇ᜬ⛽ߣᒻᚑߩࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬޔ߽

ࠬ⎇ⓥߪᛩ⾗ኅߦࠝࡊࠕࠍࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬߩขࠅᛒ߇ࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬޔߦߚߚߡߞ߷ߔᛩ

⾗ኅߩᗧᕁቯߦࠬࠕࠗࡃ㑐ࠆߔ⠨ኤ߇ਇචಽࠍࠆߑࠊߣߚߞߢᓧౕޕߥ⊛ߦߢߔޔߪߦᒝ

࿕߇ࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬߥᒻᚑߚࠇߐᛩ⾗ኅࠍኻ⽎߇ࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬޔߦߚࠆߡߒߣᏒ႐ߦ߷ߔᓇ

㗀߇⏕ޔߦ߆⏕ޕߥߪߢDe Bondt&Thaler㨇1985㨉ࠆࠃߦㆊᔕ⺑㧔Overreaction hypothesis㧕

߿ Statman ߪߢߩ߽ࠆߔໂ␜ࠍᓇ㗀ߩࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬࠆߔኻߦࠬࡦࡑࠜࡈࡄᩣᑼߪ⸽ታࠆࠃߦࠄ

㔍߇ߣߎࠆߔ⸒ᢿߪ߆߁ߤ߆ߩߥߩ߽ࠆࠃߦࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬ߇ലᨐߚߒ⊑ߩࠄᓐߡߒߚᨐޔ߇ࠆ

ᔅ߇ㆊ⒟ߩ化ࠧ࠹ࠞߊߠၮߦࡑࠠࠬߪߦᒻᚑߩࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬޔࠄߥߗߥޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߒ

ⷐࠧ࠹ࠞߩߘޔࠅߢ化ߩ⒟ᐲࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬߡߞࠃߦ⊛੍ᦼ್ࠆࠇߐ⒓ߣᢿ߳ߩᦼᓙߔ↢⊑߇

Statmanޔ߫߃ߣߚޕࠆߢࠄ߆ࠆ ߡߒߣၮᧄࠍᩏ⺞ࠆࠃߦޢࡦࡘ࠴ࠜࡈޡޔߪߢ⸽ታࠆࠃߦࠄ

ࠧ࠹⒟ᐲࠞࠆޔࠅ߹ߟޕᄙ߇ડᬺߥᲧセ⊛ฬߪߡ߅ߦ☨ർߪડᬺߩ⽎ᩏኻ⺞ޔߦߚࠆ

ߎࠆߢኾ㐷ኅߩߤߥ࠻ࠬ࠽ࠕ߇ᩏኻ⽎⠪⺞ޔߡ߃ടޕࠆߢߩࠆߡߒߣ⽎ኻࠍ㌏ᨩߚࠇߐ化

ޔ߽ࠄ߆ߣ ޕࠆ߇น⢻ᕈࠆߡࠇߐᒻᚑߦᒝ࿕ߦߢߔ߇⼂⍮⊛ࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬࠆߔኻߦ㌏ᨩߦߢߔ߁

ⷞὐߩੱᏅޔߡߒ㑐ߦᒻᚑߩࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬޔߪߢⓥ⎇ࠬࡦ࠽ࠗࠔࡈⴕേߩߢ߹ࠇߎޔߦ߁ࠃߩߎ

࠲ࠝ࠹ࠬޔߡߞࠃޕᒙ߇⸛ᬌߩࠄ߆ᖱႎಣℂ⊛ⷞὐࠆߔ㑐ߦᔃ⊛ㆊ⒟ߩᛩ⾗ኅޔߡ߃ടޕߥ߇

 ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆߡߒߦߩ߽ߒ㔍ࠍߣߎࠆߔ⠨ኤߡߟߦᓇ㗀ߔ߷߇ᒻᚑㆊ⒟ߩࡊࠗ

ᧄ⎇ⓥߚߒ߁ߎޔߪߡ߅ߦⴕേߩࠬࡦ࠽ࠗࠔࡈ⎇ⓥᚑᨐࠍ〯߹ߢ߹ࠇߎޔߟߟ߃ⴕേࡦ࠽ࠗࠔࡈ

ࠬ⎇ⓥࠆߌ߅ߦታ⸽⎇ⓥߪߢ⋥ធขࠅߚߞ߆ߥߩߣߎࠆࠇߍ⊒ⴕડᬺ߳ࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬߩ⍮⼂

ࠍᦼᓙߥㆊߩડᬺ߳߇ࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬߩᛩ⾗ኅޔߡߓㅢࠍታ⸽ಽᨆߩߟ㧞ߩએਅޔߍࠅធข⋤ࠍ

⺃ዉࠍߣߎࠆߔޕࠆߔߦ߆ࠄ㧝߇ࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬߪ⋠ߟ߷ߔᩣᑼᛩ⾗⋉₸ߡߟߦࡦ࠲ࡄߩ

ታ⸽⎇ⓥࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬޔߚ߹ޕ߁ߥߎ߅⍮⼂ߩੱᏅࠍᬌ⸛ޔߦߚࠆߔᛩ⾗経㛎⠪ߣᛩ⾗ᧂ経㛎

⠪ߦ㑐߽ߡߒห᭽ߩታ⸽ࠍⴕޕ߁㧞ࠝࠜࡈ࠻ࡐޔߪ⋠ߟ᭴▽ߩ㓙ߦ↪ߚߒ⾰࠹ࠬޔࠄ߆

߆⍮ߚࠇࠄᓧߡߞࠃߦታ⸽ಽᨆޔߦᦨᓟޕ߁ⴕࠍታ⸽ಽᨆߡߒ㑐ߦᒝᐲߩᦼᓙࠆߔዉ⺃߇ࡊࠗ࠲ࠝ

 ޕ߁ⴕࠍ⠨ኤࠅࠃߦࡦ࡚ࠪࡘࡒࠪ࠻ࡦࠚࠫࠛ࠴࡞ࡑࠍࡓ࠭࠾ࠞࡔ↢⊑ᦼᓙߩߘޔࠄ

 

㧞㧚ታ⸽ಽᨆ㧝－ࡦࠗࠩ࠺࠴ࠨߩࡘࡆࠬࡦࡑࠜࡈࡄ 

 

 ቯ᷹ߩ⼂⍮ࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬ 2.1

  

ࠧ࠹ࠞߊߠၮߦࡑࠠࠬ߇⍮ㆊ⒟ࠆߥߣၮᧄ߽ߣߞ߽ޔߡ߅ߦᒻᚑㆊ⒟ߩࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬ

化ߪࡑࠠࠬޕࠆߢ⍮⼂ߩ✚ߩߘޔࠅߢ⍮⼂ࠧ࠹ࠞ߇化߇ࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬࠄ߆ߣߎࠆࠇߐ



ᒰߡߒߣᐲ᷹ߥ⊛ၮᧄߩߘޔߪߦߚࠆߔቯ᷹ࠍࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬࠆߔኻߦ㌏ᨩޔߡߞࠃޕࠆߔ↢⊑

ડᬺߩߡߟߦ⍮⼂⒟ᐲ᷹ࠍቯࠆߔᔅⷐߩߘޔࠅ߹ߟޕࠆ߇⍮⼂⒟ᐲ࠹ࠞߦࡊ࡞ࠣߩ߆ߟߊ߇

߇⼂⍮ࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬߡ߅ߦࠧ࠹ࠞࠆߔࠍ㗼⪺ᕈߡ߅ߦ㑆ࠧ࠹ࠞߩߘޔࠇߐ化ࠧ

⺞ߥ߁ࠃߩએਅޔߡߒߣ⽎ᩏኻ⺞ࠍડᬺోࠆߡߒ႐ߦ京Ꮢ႐᧲ޔߢߎߘޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆߔ↢⊑

ᩏࠍⴕ߁㌏ᨩࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬߩ⍮⼂᷹ࠍቯޕߚߒ 

Morgan Stanley Capital International ߣ␠ Standard & Poor̉s ࠆߔឭଏ߇␠ GICS(Global 

Industry Classification Standard㧦⇇ᮡḰᬺ⒳ಽ)ߩߣᄾ⚂ࠍਅޔߦGICS  Brandޔߒㇱᡷᄌ৻ࠍ

Ventures ࠆߔឭଏ߇␠ BV ᬺ⒳ಽ㘃㧔2005 年ᐲ日ᧄᩣ 㧕ߦ⊓㍳ࠆߡࠇߐ႐ડᬺ 3489 ⺞ࠍ␠

ᩏኻ⽎ડᬺޕߚߒߣല⺞ᩏ࡞ࡊࡦࠨᢙߪ 3605 ޠߥࠄ⍮ߊోޟޔߡߒኻߦฦડᬺޔߪᩏౝኈ⺞ޕੱ

ᩏኻ⽎ડ⺞ోޕߚ᳞ߡߦ╵න৻回ࠍޠࠆߡߞ⍮ߊࠃޟޠࠆߡߞᲧセ⊛⍮ޟޠࠆߡߞ⍮ߪฬ⒓ޟ

߇ޠߥࠄ⍮ߊోޟޔߪᐔဋߩ⋠ฦ㗄ࠆߌ߅ߦᬺ ߇ޠࠆߡߞ⍮ߪฬ⒓ޟޔ72.7% Ყセ⊛⍮ޟޔ16.4%

߇ޠࠆߡߞ ߇ޠࠆߡߞ⍮ߊࠃޟޔ6.5% ᷹ࠍ⒟ᐲߩ⍮ࠆߌ߅ߦฦડᬺߦ߁ࠃߩߎޕߚߞߢ4.4%

ቯޔࠅࠃߦߣߎࠆߔડᬺߦኻࡑࠠࠬࠆߔ化ߩ⒟ᐲࠍ⍮߇ߣߎࠆน⢻ޕࠆߥߣ 

 

 ▽᭴ߩࠝࠜࡈ࠻ࡐ 2.2

 

BV ᬺ⒳ಽ㘃⊓㍳ߩ 3489 ㌏ᨩޔߒߣࠬࡃ࠾࡙ࠍ⍮ᐲ⺞ᩏߩ⚿ᨐߊోޟޔࠍ⍮ࠍޠߥࠄ㒰ߚ

㗄⋡ޔߢડᬺߦߣߏᓧὐ化ߒ 1 ࠄ߆ 3489 ߹ࠍࠣࡦࠠࡦߩߢᚑޕߚߒᓧὐ化ߦ㓙ޔߪߡߒฦ

ኻ⽎ડᬺޟࠆߌ߅ߦฬ⒓ߪ⍮ޟޔޠࠆߡߞᲧセ⊛ߊࠃ⍮ߊࠃޟޔޠࠆߡߞ⍮ߩޠࠆߡߞᓧὐࠇߘߦ

5ޔ3ޔ1ޔࠇߙ ޔࠅ߹ߟޕࠆߔߣ化ᓧὐࡑࠠࠬࠍࠇߎޕߚߒᓧὐ化ߦ⊛⚳ᦨޔߡߌߟࠍ࠻ࠗࠛ࠙ߩ

ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃⠨ߣࠆߔሽ߇⼂⍮ࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬߦࡊ࡞ࠣߥ┵ਅᭂߩࠣࡦࠠࡦᓧὐߩߘ

ᓧὐߦ┵ᭂ߇㜞ડᬺߊᷓޔߪᖱႎ߇ಣℂࠃޔࠇߐડᬺࠧ࠹ࠞߡߒߣ化࠹ࠞߩߘޔߊߔ߿ࠇߐ

ᖡߥࠄ⍮ߊࠃߪડᬺૐߦ┵ᭂߩᓧὐޔߡߒኻޕߔ߿ࠇߐߥ߇ᢿ್ߥ⊛⢐ቯߡߠၮߦࠧ

ડᬺࠧ࠹ࠞߡߒߣ化ุޔߊߔ߿ࠇߐቯ⊛್ߥᢿ߇ߣߎߔ߿ࠇߐߥ߇ⴕേࠆߌ߅ߦࠬࡦ࠽ࠗࠔࡈ

వⴕ⎇ⓥޕࠆࠇߐ੍᷹ࠄ߆ 

ߦ⇟㗅ࠄ߆ડᬺߩࠣࡦࠠࡦޔߡߠၮߦࠣࡦࠠࡦߩߘ 10 ޕߚߒᚑࠍࠝࠜࡈ࠻ࡐߩ

ޕࠆߔᗧࠍ化ࠧ࠹ࠞࠆߌ߅ߦ⍮⼂ᒻᚑࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬ߇ߣߎࠆߌಽࠍࠝࠜࡈ࠻ࡐߦ߁ࠃߩߎ

ࡐޔࠅ߹ߟޕߚߒ㈩ಽߦ߁ࠃࠆࠇߐಽ╬ߘࠃ߅߅ߪ᭴ᚑડᬺߩࠝࠜࡈ࠻ࡐޔߪߡߒ㑐ߦಽ㘃ߩߘ

ࠝࠜࡈ࠻ 1㧔એਅޔP1㧕ߪᦨ߽⍮ᐲ߇ૐડᬺ⟲ࠝࠜࡈ࠻ࡐޔ 10㧔એਅޔP10㧕ߪᦨ߽

⍮ᐲ߇㜞ડᬺ⟲ࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬޔࠅߥߣ⍮⼂߇ᜬߦࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬޔߊߔ߿ࠇߚၮ್ߊߠᢿߐߥ߇

ߚ↪ߦᧄಽᨆޔߦ⊛⚳ᦨޔ߈㒰ࠍ႐ᑄᱛડᬺࠆࠃߦߤߥ↥ୟ߿ว૬ޕࠆࠇߐᗐ੍߇ߣߎߔ߿ࠇ

P㧝ޔP10 P1ޕߔ␜ߦએਅߪડᬺ᭴ᚑᢙߩ ߪ 349 P10ޔ␠ ߪ 343 ߣᛩ⾗経㛎⠪ߦห᭽ޔߡ⛯ޕ␠

ᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ߦડᬺ⍮ᐲߩ集⸘ࠍⴕߩߘޕߚߞ⚿ᨐޔᛩ⾗経㛎⠪ P1 ߪ 205 P10ޔ␠ ߪ 222 ޔ␠

ᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ P1 ߪ 188 P10ޔ␠ ߪ 209  ޕ␠

 

 ߡߟߦታ⸽ಽᨆᣇᴺߩߚߩࡘࡆࠬࡦࡑࠜࡈࡄ 2.3

 

ታ⸽ಽᨆޔߪⴕേࠬࡦ࠽ࠗࠔࡈ⎇ⓥࠅࠃߦࠖ࠺࠲ࠬ࠻ࡦࡌࠗࠆߡࠇࠄ↪ߦ⊛⥸৻ޔߡ߅ߦⴕ

ࠆࠇߐ᭴ᚑࠄ߆⟲ડᬺૐߩᦨ߽⍮ᐲޔߢߩࠆࠍ⇣Ꮕߩࠬࡦࡑࠜࡈࡄࠆࠃߦડᬺ⍮ᐲޕ߁ P1

ࠆࠇߐ᭴ᚑࠄ߆⟲ડᬺ㜞ߩᦨ߽⍮ᐲߣ P10  ޕࠆ↪ߦታ⸽ಽᨆࠍ

 



 

࿑   ᬌ⸽ᦼ㑆ߣផቯᦼ㑆ߩ࡞࠺ࡕ࠻࠶ࠤࡑ 1

࿑12000ޔߦ߁ࠃߔ␜ߦ年1月2001ߣ年 1月2ᤨߩὐޔߢฦ߇ࠝࠜࡈ࠻ࡐ⚵ᚑߣߚࠇߐ⠨ޔ߃

ฦߩ೨ᓟߩߘ 5 年㑆ࠍᬌ⸽ᦼ㑆ޔߡߞࠃޕࠆߔߣᧄಽᨆߪฦࠍࠬࡦࡑࠜࡈࡄߩࠝࠜࡈ࠻ࡐ 2 ᦼ

㑆ಽᬌ⸽ޕࠆߥߦߣߎࠆߔ第 1㧔2㧕ᦼ㑆2000ޔߪ 年 1 月㧔2001 年 1 月㧕ࠍ T=0 1995ޔߢᦼ㑆ࠆߔߣ

年 2 月㧔1996 年 2 月㧕ࠍ T=－59 T=0ޔߒߣ ࠆߢ 2000 年 1 月㧔2001 年 1 月㧕߹ߩߢ 60 月㑆ࡩ

2000ޔߪᬌ⸽ᦼ㑆ߩ᭴▽ᓟޕᬌ⸽ᦼ㑆ߩ᭴▽೨߇ 年 2 月㧔2001 年 2 月㧕ࠍ T=1 2005ޔߡߒߣ 年 2

月㧔2006 年 2 月㧕ࠍ T=60 ࠆߔߣ 60 ࠆߌ߅ߦฦᦼ㑆ࠆࠃߦࠝࠜࡈ࠻ࡐฦߩએޕࠆߥߣ月㑆ࡩ

 ޕࠆߔ᷹⸘ࠍⓍᐔဋㆊᛩ⾗⋉₸(CAR: Cumulative Abnormal Return)⚥ߩᢛᓟ⺞ࠢࠬ

ࠍࠝࠜࡈ࠻ࡐᒰޔߡߞࠃ 60 Ⓧᐔဋㆊᛩ⾗⚥ߩ႐วߚߒᄁළߢ᭴▽ᤨὐߡߒ⾼ߦ月೨ࡩ

ߚࠍ⠉月ߩ▽᭴ࠍࠝࠜࡈ࠻ࡐหޔߣ₸⋊ 60 ߩ႐วߚߒ月㑆ᚲࡩ CAR ߥߦߣߎࠆࠍᏅߩ

 ޕࠆ

 

2.3.1 ታ⸽࠲࠺ 

 

ታ⸽ಽᨆޔߪ࠲࠺ࠆ↪ߦBloomberg ߚߒ▚឵ߦ₸⋊月ᰴᛩ⾗ࠍ࠲࠺日ᰴᩣଔߚߒขᓧࠄ߆

ࠬޔߦߚࠆ↪ࠍ₸⋊ㆊᛩ⾗ߩᢛᓟ⺞ࠢࠬߪߢᧄಽᨆޔߪᦼ㑆ߩ࠲࠺ޕࠆߔ↪ࠍߩ߽

ࠢ⺞ᢛߦ↪ࠆߔᦼ㑆߽ᔅⷐ1990ޔߢߩࠆߥߣ 年 1 月ᧃ日ࠄ߆第 2 ᦼ㑆ߩᬌ⸽ࠆ↪ߦ 2006 年 2 月

ᧃ日߹ߩߢ日ᰴ߇࠲࠺ᔅⷐޔߡߞࠃޕࠆߥߣᒰᦼ㑆ߩ日ᰴᩣଔ߇࠲࠺ขᓧߥ߈ߢ㌏ᨩޔߪᧄ

ಽᨆߩኻ⽎ࠄ߆㒰ޔߢߎߘޕߚߒᦨ⚳⊛ߦᱷߚߞฦߩࠝࠜࡈ࠻ࡐ᭴ᚑ㌏ᨩࠝࠜࡈ࠻ࡐޔߪ

1 ߇ 58 ㌏ᨩޔP10 ߇ 214 ㌏ᨩޔߢߎߎޕߚߞߥߣP1 ߣ P10 ޔߢߩߚߞߥߊ߈大߇Ꮕߩ᭴ᚑ㌏ᨩᢙߩ

ᒰᦼ㑆ߩᩣଔ߇࠲࠺ขᓧߚ߈ߢ P2 ߩ 67 ㌏ᨩߣ P3 ߩ 102 ㌏ᨩࠍടޔߡ߃P1 ࠍ᭴ᚑ㌏ᨩߩ 227

㌏ᨩޕߚߒߣ 

 

2.3.2 ㆊᛩ⾗⋉₸ߩቯ⟵ 

 

ᦼᓙᛩߩߚࠆߔ▚⸘ࠍ₸⋊ㆊᛩ⾗ߩᢛᓟ⺞ࠢࠬޔߡ߅ߦ⸽ታࠆߌ߅ߦࠖ࠺࠲ࠬ࠻ࡦࡌࠗ

⾗⋉₸߇ቯ⟵ࠆࠇߐᔅⷐޕࠆ߇ᦼᓙᛩ⾗⋉₸ߪਅ⸥ߡߞࠃߦ࡞࠺ࡕ࠻࠶ࠤࡑߩዉޕࠆࠇߐ 



 
࠶ࠤࡑࠆߔઍࠍ߈േߩᏒ႐ోޔߪ⋊ᛩ⾗ߩ㌏ᨩߩޘޔߪ࡞࠺ࡕ࠻࠶ࠤࡑޔߦ߁ࠃߩߎ

ᛩߩ㌏ᨩߚࠇߐታޔߪ₸⋊ㆊᛩ⾗ߩ㌏ᨩޕࠆࠇߐߡߒߣᰴ㑐ᢙ৻ߩ₸⋊Ꮢ႐ߩ࠻

⾗⋉₸ࠆࠇߐ੍᷹ࠄ߆࡞࠺ࡕ࠻࠶ࠤࡑߣᦼᓙ⋉₸ߩᏅߟޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ᳞ߢߣߎࠆߣࠍ

ޔߦߚࠆߡࠇߐᤋ߇߈୯േߩᏒ႐ޔߪ₸⋊ㆊߚߒᢛ⺞ࠢࠬߢ࡞࠺ࡕ࠻࠶ࠤࡑޔࠅ߹

Ꮢ႐ߩ୯േࠅ❰ࠍ߈ㄟߛࠎ⋉₸ޕࠆߥߣㅢᏱࠆࠃߦ࡞࠺ࡕ࠻࠶ࠤࡑޔㆊᛩ⾗⋉₸ߩ▚ޔߪߦ

日ᧄᩣߩ႐วߡߒߣࠝࠜࡈ࠻ࡐ࠻࠶ࠤࡑߪ TOPIX ߅ߦᧄಽᨆޔ߇ᄙ߇ߣߎࠆࠇࠄ↪߇

ߚߒߣࠬࡃ࠾࡙ޔߪߡ 3489 ㌏ᨩ1990ޔߜ߁ߩ 年 1 月ᧃ日ࠄ߆第2ᦼ㑆ߩᬌ⸽ࠆ↪ߦ 2006 年

2 月ᧃ日߹ߩߢ日ᰴ߇࠲࠺ሽࠆߔ 1370 ㌏ᨩߩන⚐ᐔဋᛩ⾗⋉₸ࠜࡈ࠻ࡐ࠻࠶ࠤࡑࠍ

TOPIXޔߪࠇߎޕߚߒ↪ណߡߒߣࠝ ޔߒኻߦߩࠆߢࠬࠢ࠶࠺ࡦࠗߚߒߣ⽎ኻࠍ1ㇱ႐ડᬺ⸽᧲ߪ

ᧄಽᨆߡ߅ߦಽᨆኻ⽎ߚߒߣ㌏ᨩߪᣂ⥝Ꮢ႐2⸽᧲߿ㇱޔᣇᏒ႐႐ߩߺߩ㌏ᨩ߽ࠍࠆߢࠎ

TOPIXޔߦߚ ߢߚߚߒᢿ್ߣߥߪߢㆡಾߪߣߎࠆߔ↪ណߦࠝࠜࡈ࠻ࡐ࠻࠶ࠤࡑࠍ

ߩࠝࠜࡈ࠻ࡐฦޕࠆ CAR CARpastޕߚߒ▚ߢᑼߩએਅߪ T=－59ޔߪ ࠄ߆ T=0 ࠻ࡐߩߢ߹

CARafterޔ₸⋊ᛩ⾗ߩㆊߩࠝࠜࡈ ߩᓟߩߘߪ T=1 ࠄ߆ T㧩60 ߩߢ߹ CAR  ޕࠆߢ

 

2－4 ታ⸽ಽᨆ⚿ᨐ 

 

2－4－1 㜞⍮ࠝࠜࡈ࠻ࡐ㧔P10㧕ߣૐ⍮ࠝࠜࡈ࠻ࡐ㧔P1㧕ߩታ⸽ಽᨆ⚿ᨐ 

 

࿑ 2 P1ޔߪ ߣ P10 ᐔဋߩ CAR㧔㧞ᦼ㑆ಽߩ CAR ࠍᢙ୯㧕ߚߒᐔဋߦߣߏࠝࠜࡈ࠻ࡐޔࠍ T=

－59 ࠄ߆ T=60 ߚࠇߐ᭴ᚑߢ㌏ᨩ㜞ߩ⍮ޕࠆߢߩ߽ߚߒ␜࿑ߡߟߦ P10 T㧩0ޔߪ એ೨ߪߢ

ᓟߩߘޔ߇ࠆߡߒ㆐ᚑࠍࠬࡦࡑࠜࡈࡄ㜞ߡᭂ 60 ߊ߈大ߪߢ月ࡩ P1 ߒࡓࠜࡈࡄ࠳ࡦࠕࠍ

 ޕࠆߡ

ኻޔߡߒ⍮ᐲߩૐ㌏ᨩߢ᭴ᚑߚࠇߐ P1 T㧩0ޔߪ એ೨ޔߪߢP10 ࡈࡄ࠳ࡦࠕߊ߈大ߡߒኻߦ

ᓟߩߘޔ߇ࠆߡߒࡓࠜ 60 6ޔߪߢ月ࡩ  ޕࠆߡߒࡓࠜࡈࡄ࠻࠙ࠕߡ߅ߦ月ߩߡోߩ月એ㒠ࡩ
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߿De Bondt&Thaler㨇1985㨉ޔߪᨐ⚿ߩߎ Clayman㨇1987㨉ޔବ㊁㨇2004㨉ޔShefrin&Statman[1995]

ߡߒㆊዊᔕߪᩣᑼࠆࠇࠊᕁߣડᬺᖡޔߒ␜ࠍㆊᔕޔߪᩣᑼࠆࠇࠊᕁߣડᬺ⦟ߦห᭽ߣࠄ

ᗧߦ⊛⸘⛔߇ലᨐ࡞ࠨࡃࡦ࠲ߊߠၮߦࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬߩߎޔߡ⛯ޕࠆࠇขߡ߇ߣߎࠆ

⸘⛔ߦ₸⋊Ⓧㆊᛩ⾗⚥ࠆߌ߅ߦ㑆ࠝࠜࡈ࠻ࡐฦޔߦߚࠆߔ⸛ᬌࠍ߆߁ߤ߇ߚߞߢ⽎ߥ

tޔߡߟߦᏅߥ⊛ ᬌቯࠍⴕߚߞ#㧟ޕಽᢔࠆߥ⇣߇႐วޔߪWelch ޔߡߒߣᬌ⸽ᦼ㑆ޕߚߞⴕࠍᬌቯߩ

T=0 ㆊߚ߃ᢙࠄ߆ 60 ㆊޔ月ࡩ 48 ㆊޔ月ࡩ 36 ㆊޔ月ࡩ 24 ㆊޔ月ࡩ 12 ㆊޔ月ࡩ 6 ޔ月ࡩ

ㆊ 3 ߣ月ࡩ T=1 ߚ߃ᢙࠄ߆ 3 6ޔ月ࡩ 12ޔ月ࡩ 24ޔ月ࡩ 36ޔ月ࡩ 48ޔ月ࡩ 60ޔ月ࡩ ࠎㆬࠍ月ࡩ

ᐔဋޔߒߛߚޕߛ CAR tޕࠆߔߣߩ߽ߚߒ⾗㊄㗵ᛩ╬ߦࠝࠜࡈ࠻ࡐฦߡ߅ߦᒰᦼ㑆ߪ ᬌቯߩ

⚿ᨐ㧔 1㧕ޔT=－47ޔT=－35ޔT=－23ޔT=－11ޔT=－5ޔT=－2ޔT=24ޔT=36ޔT=48ޔT=60 ߦ

ߡ߅ 1%᳓ḰߢᗧޔT=－12 ߡ߅ߦ 5%᳓Ḱߢᗧߦࡊࠗࠝ࠹ࠬޔࠅ߹ߟޕߚߞߢၮ್ߊߠ

ᢿ߇ㆊᔕߣㆊዊᔕ߇ߣߎߚߒࠄߚ߽ࠍ␜ໂޕߚࠇߐ 

 

  ᗧᐲ⊛⸘⛔ߩ⽎ㆊᔕߊߠၮߦࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬ 1

 

2－4－2 ᛩ⾗経㛎⠪ߣᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ߩ10ࠝࠜࡈ࠻ࡐߣ1ࠝࠜࡈ࠻ࡐࠆࠃߦታ⸽ಽᨆ⚿ᨐ 

 

ᧄಽᨆޔߪ⊛⋠ߩᛩ⾗経㛎⠪ߣᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ࠧ࠹ࠞࠆߌ߅ߦ化ᓧὐࠍࠝࠜࡈ࠻ࡐߡߞࠃߦ

᭴▽ޔߒਔ⠪߇ᩣᑼࠍ⾼ࠍߣߎߚߒᗐቯࠍࠬࡦࡑࠜࡈࡄߩߘޔߒߩࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬޔߢߣߎࠆ

T=-59 T=-47 T=-35 T=-23 T=-11 T=-5 T=-2 T=3 T=6 T=12 T=24 T=36 T=48 T=60
Portfolio 10 0.007 0.072 0.129 0.208 0.306 0.300 0.326 -0.005 -0.023 -0.078 -0.146 -0.203 -0.282 -0.323
Portfolio 1 0.003 -0.044 -0.078 -0.115 -0.116 -0.109 -0.140 -0.010 -0.022 0.005 0.007 0.000 0.038 0.070

t ୯ 0.907 6.486*** 6.991*** 8.131*** 8.102*** 7.772*** 8.500*** 0.306 -0.034 -2.718** -3.303*** -3.414*** -4.354***-4.304***

ᵈ 䋺 ***p <.001䇮**p <.01

CAR



ᒝᒙ߇߷ߔ㌏ᨩㆬᛯ߳ߩᓇ㗀ࠍޔߚ߹ޕࠆߦߣߎࠆߔߦ߆ࠄᧄ⎇ⓥޔߪߡ߅ߦᛩ⾗ኅߣᛩ⾗

経㛎⠪ࠍห᭽ߩᗧߡߒߣᛒޔㆡቱಽޕࠆߌ 

 

࿑ 3 ᛩ⾗経㛎⠪ᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ࠝࠜࡈ࠻ࡐߩ 1 ࠝࠜࡈ࠻ࡐߣ 10  ࠬࡦࡑࠜࡈࡄߩ

化ࠧ࠹ࠞޔߦߚᷓ߇⒟ᐲߩᖱႎಣℂߩડᬺ߳ߡߒᲧߦᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ߪᛩ⾗経㛎⠪ޔߢߎߘ

ߒᲧߦᛩ⾗経㛎⠪ߪᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ޔߡߒኻޕߔ߿ߒ↢⊑߇化ࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬߩ㌏ᨩ߳ࠅߢᒝ࿕߇

ߊߦߒ↢⊑߇化ࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬߩ㌏ᨩ߳ߦߚᒙ߇化ࠧ࠹ࠞߊᵻ߇ᖱႎಣℂ⒟ᐲߩડᬺ߳ޔߡ

㌏ߊߠၮߦࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬޔߢߣߎࠆߔߣ᧦ઙ⛔ࠍᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ޕࠆߔߣߣߎߊ⟎ࠍቯ߁ߣ

ᨩㆬᛯߔ߷ࠃ߅߇Ꮢ႐߳ߩᓇ㗀ࠍ⏕ޔߡߞࠃޕࠆߢߩ߽ࠆߔߦਔ⠪ߡߞࠃߦㆬ߫ߚࠇฦࡈ࠻ࡐ

࿑ޕࠆߥߦߣߎࠆߔࠍᓇ㗀ߩᏒ႐߳ࠆࠃߦࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬߪᏅࠬࡦࡑࠜࡈࡄࠆࠃߦࠝࠜ ޔߪ3

ᛩ⾗経㛎ήޕࠆߢߩ߽ߚߒ␜ࠍࠬࡦࡑࠜࡈࡄߩࠝࠜࡈ࠻ࡐߩP10 ࠻ࡐਔޔߪߡ߅ߦ

P1ޔߒ߆ߒޕߥࠇࠄߪᏅߥ߈大߽ߣࠝࠜࡈ T=－59㨪T=0ޔߪߡ߅ߦ ᛩߣࠆࠍᦼ㑆ߩߢ߹

⾗経㛎⠪ߩ P1 ߩᛩ⾗ᧂ経㛎⠪߇ P1 ߒỗ߇ㆊዊᔕߩࠬࡦࡑࠜࡈࡄࠆߌ߅ߦૐ⍮ડᬺޔߡߒᲧߦ

ㆊߤ߶ࠇߘޔߡߒᲧߦࠬࡦࡑࠜࡈࡄߩᛩ⾗経㛎⠪ޔߪࠬࡦࡑࠜࡈࡄߩᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ޔߡߒኻޕ

ዊ⹏ଔߩ࡞ࠨࡃޔࠅ߹ߟޕߥߡࠇߐ߇⒟ᐲ߇ዊޕߐ 

ޔߡߒ㑐ߦᓇ㗀ߔ߷ߦࠬࡦࡑࠜࡈࡄ߇化ࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬߊߠၮߦ⒟ᐲߩ化ࠧ࠹ࠞޔߡ⛯ 

⾗Ⓧㆊᛩ⚥ࠆߌ߅ߦ㑆ࠝࠜࡈ࠻ࡐฦޔߦߚࠆߔ⸛ᬌࠍ߆߁ߤ߇ߚߞߢ⽎ߥᗧߦ⊛⸘⛔

⋉₸ߥ⊛⸘⛔ߦᏅޔߡߟߦt ᬌቯࠍⴕޕߚߞಽᢔࠆߥ⇣߇႐วޔߪWelch ⸽ᬌޕߚߞⴕࠍᬌቯߩ

ᦼ㑆ޔߡߒߣT=0 ㆊߚ߃ᢙࠄ߆ 60 ㆊޔ月ࡩ 48 ㆊޔ月ࡩ 36 ㆊޔ月ࡩ 24 ㆊޔ月ࡩ 12 ޔ月ࡩ

ㆊ 6 ㆊޔ月ࡩ 3 ߣ月ࡩ T=1 ߚ߃ᢙࠄ߆ 3 6ޔ月ࡩ 12ޔ月ࡩ 24ޔ月ࡩ 36ޔ月ࡩ 48ޔ月ࡩ ޔ月ࡩ

60 ᐔဋޔߒߛߚޕߛࠎㆬࠍ月ࡩ CAR ߣߩ߽ߚߒ⾗㊄㗵ᛩ╬ߦࠝࠜࡈ࠻ࡐฦߡ߅ߦᒰᦼ㑆ߪ

tޕࠆߔ ᬌቯߩ⚿ᨐࠍ 2 tޕߔ␜ߦ ᬌቯߩ⚿ᨐޔP10 tޔߡ߅ߦߡߴߔᬌ⸽ᦼ㑆ޔߪߡ߅ߦ ୯ߪ

ᗧߩߎޕߚߞ߆ߥߪߢ⚿ᨐࠅࠃޔࠅࠃ⍮ߚࠇࠄડᬺߣ߽ߣ߽ߪᒝࠧ࠹ࠞߊ化߇ᒻᚑޔࠅ߅ߡࠇߐ

⢐ቯ⊛್ߥᢿޔࠬߊߔ߿ࠇߐߥ߇ ޔࠅ߹ߟޕߚߞ߆ಽ߇ߣߎߔ߿ࠇߐ߇ᢿ್ߚߠၮߦࡊࠗ࠲ࠝ࠹

⥄ಽߊࠃߩ⍮ࠆߡߞડᬺ߳ߩ⢐ቯ⊛ߥᦼᓙޔߪ↢⊑ߩᛩ⾗ኅ․ޕߥ߃⸒ߪߣߩ߽ߩ 
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ኻޔߡߒP1 T=－11ޔߪߡ߅ߦ ߡ߅ߦ 5%᳓ḰߢᗧޔT㧩－47ޔT=－5ޔT㧩－2 ߡ߅ߦ 1%

᳓ḰߢᗧޔT=－35ޔT==－23 ߡ߅ߦ 0.1㧑᳓Ḱߢᗧߩߎޕߚߞߥߣ⚿ᨐޔࠅࠃᛩ⾗経㛎⠪ޔߪ

⥄ಽߊࠃ߇⍮ߥࠄ㌏ᨩߦ㑐ߪߡߒㆊߦㆊዊ⹏ଔ߇ߣߎࠆߔࠍޔࠅ߹ߟޕߚߞߥߣ߆ࠄ⥄ಽߩ⍮

ߦ᧪ࠍᦼᓙߥ⊛ቯุߣߩ߽ߥᦸߪߩᓟޔࠅߢᩣᑼᖡߪ㌏ᨩߥߡߒ⋠ᵈޔߥࠄ

ᄖᝌࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬ߁ߣࠆߔ化ߩะ߇ᒝ࿕߇ߣߎࠆߢޕߚߞߥߦ߆ࠄኻޔߡߒᛩ⾗ᧂ経㛎⠪

࠹ࠬߪᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ޔࠄ߆ᨐ⚿ߩߎޕߚߞߥߣ߆ࠄ߇ߣߎߥߒㆊዊ⹏ଔࠍ㌏ᨩߥࠄ⍮ߩಽ⥄ߪ

߹ߟޕߚߞ߆ಽ߇ߣߎᒙ߇⒟ᐲߩࠬࠕࠗࡃࠬࠢࠖ࠹ࠬࡘࡅઍᕈޔߦߚᒙ߇ࡊࠗ࠲ࠗࠝ

ߣࠆࠇߊᒙ߇⒟ᐲ↢⊑ߩࠬࠕࠗࡃߦߚߥߒሽ߇࿕ቯⷰᔨߩቯ․ߩ㌏ᨩ߳ߪᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ޔࠅ

⠨ޕࠆࠇࠄ߃ 

 

2－5 ᬌ⸽⚿ᨐߩ⠨ኤ 

 

ᧄಽᨆ߽ߡ߅ߦ De Bondt&Thaler㨇1985㨉ࠍᆎࠆߔߣవⴕ⎇ⓥห᭽ߩㆊᔕ⽎ࠍ⏕ߔ

ലᨐ࠾ࡄࡦࠞ࠻ࡦࠢࠛߚߒ⏕߇ବ㊁㨇2004㨉߿Clayman㨇1987㨉ޔߦ․ޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆ

ߊߠၮߦࠬࠕࠗࡃࠬࠢࠖ࠹ࠬࡘࡅઍᕈޔߪߣലᨐ࠾ࡄࡦࠞ࠻ࡦࠢࠛޕ㜞߇ᢛวᕈߩߣ

ലᨐޔࠅߢᛩ⾗ኅߪᚑ㐳ᕈ߿⋉ᕈߩߤߥ◲නߦขᓧࠆ߈ߢᖱႎޔࠄ߆㌏ᨩࠍㆬቯߒᛩ⾗ࠍⴕ߁⚿

ᨐഀޔ 㜞ߥ㌏ᨩࠍ⾼ߦߚࠆߔ⋉ޟޔࠅ߹ߟޕ߁ࠍߣߎߥࠇࠄߍࠍᓟ߽ᚑ㐳ᕈ߇ᦼᓙ߈ߢ

⚿߁ⴕࠍᗧᕁቯޔߒଐሽߦࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬ߁ߣޠᩣᑼࠃࠆ߈ߢᦼᓙ߇ડᬺ㧩ᓟ߽⦟ࠆ

ᨐഀޔ㜞ߥᩣᑼࠍឞޔߺ⋉ࠍޔߒ߆ߒޕࠆߢߩ߽߁ߣࠆߨ៊ߒᧄಽᨆߩ⚿ᨐࠃߚߒ߁ߘޔߪ

ߩ߽ࠆߔሽߦ⊛⥸৻ޔߊߥߪߢߩ߽ߩᛩ⾗ኅ․ޔߪ↢⊑ߩᦼᓙߥ⊛⢐ቯߩఝ⦟ડᬺ߳ߚࠇࠄ⍮ߊ

߁߽ޔߚ߹ޕߚߞߥߦ߆ࠄ߇ߣߎߥߪߢߩ߽ࠆࠇߊᒝߦ․ߦᛩ⾗ኅޔࠅߢ 1 経ޔߪᗧߩߟ

㛎ߣ᭽ߥޘડᬺ߳ᷓߩᖱႎಣℂߦၮߊߠᛩ⾗ኅࠆࠃߦ㌏ᨩㆬᛯ߽ߩߊోޔᛩ⾗߇ੱ⚛ߩㆬᛯࠆߔ㌏

ᨩ߽ߊࠃޔ⍮ߚࠇࠄ㌏ᨩࠆߟ߆ޔࠅߢ⒟ᐲಽᢔޔ߫ࠇߡࠇߐᛩ⾗ߦࠬࡦࡑࠜࡈࡄᏅߎߥߪ

ଔ⹏ߡߒߣߥ⊛ઍߩડᬺߥߡ߽߇ᦼᓙߪૐ⍮ડᬺߥࠄ⍮ߩಽ⥄ޔᣇ৻ޕ㧠#ࠆߡߒࠍߣ

Portfolio 10䈮䈍䈔るᛩ⾗⚻㛎者とᛩ⾗ᧂ⚻㛎者のCAR

T=-59 T=-47 T=-35 T=-23 T=-11 T=-5 T=-2 T=3 T=6 T=12 T=24 T=36 T=48 T=60

ᛩ⾗⚻㛎者 0.53% 7.12% 13.14% 21.16% 30.78% 30.73% 33.94% -0.04% -2.19% -7.07% -14.93% -20.68% -29.56% -34.18%

ᛩ⾗ᧂ⚻㛎者 0.66% 7.43% 13.34% 21.54% 31.78% 31.79% 34.31% -0.63% -2.27% -8.11% -15.80% -22.13% -30.23% -34.72%

t ୯ -0.335 -0.237 -0.089 -0.123 -0.221 -0.235 -0.078 0.474 0.042 0.389 0.202 0.275 0.109 0.074

Portfolio 1䈮䈍䈔るᛩ⾗⚻㛎⚻㛎者とᛩ⾗ᧂ⚻㛎者のCAR

T=-59 T=-47 T=-35 T=-23 T=-11 T=-5 T=-2 T=3 T=6 T=12 T=24 T=36 T=48 T=60

ᛩ⾗⚻㛎者 -0.08% -6.99% -13.28% -18.32% -19.10% -21.03% -23.98% -0.70% -1.22% 1.09% 2.77% 4.67% 11.20% 15.88%

ᛩ⾗ᧂ⚻㛎者 0.48% 0.08% 0.22% -2.13% -5.83% -4.75% -6.79% 0.43% 0.39% 3.89% 6.50% 6.39% 12.50% 17.08%

t ୯ -0.939 -3.141** -3.727*** -3.495*** -2.298* -2.756** -2.812** -0.691 -0.738 -0.780 -0.725 -0.258 -0.151 -0.113

ᵈ 䋺 ***p<.001䇮**p<.01䇮*p<.05

CAR

CAR



ಽ⥄ߪᛩ⾗ኅޔᨐ⚿ߩߘޕࠆࠇߐ化ࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬߡߒߣઍߩᩣᑼᖡߥߩ᧚ᢱߚߒ大ޔࠇߐ

ߥ߆ߟ߮⚿ߦޠ⾈ޟߕࠇߚᜬ߇᧚ᢱ߽㑐ᔃࠆߥ߆ޔߪߡߒ㑐ߦડᬺߥߡߒ⋠ᵈޔߥࠄ⍮ߩ

ᛩߪะߚߒ߁ߎޕߊߡߍࠍ⋊ߒォߪડᬺߚߒࠍᢿ್ߥ⊛ቯุ߇ࠄᓐޔᓟߩߘޔߒ߆ߒޕ

⾗ኅߦᒝߊࠆࠇ⽎߇ߣߎࠆߢ⏕ޔߦ߁ࠃߩߎޕߚ߈ߢᛩ⾗ኅߪ㌏ᨩࠧ࠹ࠞࠍ化࠹ࠬޔߒ

ᦼߩり⥄ޔࠇߐήⷞߪᅢ᧚ᢱࠅࠃߦᦼᓙലᨐߩ⽶ߪߦૐ⍮ડᬺޔࠅࠃߦߣߎࠆߔᢿ್ߢࡊࠗ࠲ࠝ

ᓙߦࠆߔᖱႎࠍᗧ⼂⊛߽ߦήᗧ⼂⊛߽ߦήⷞࠆߔะߣߩ߽ࠆ߇⠨ߩߘޕࠆࠇࠄ߃ᓟ್ߩߘޔᢿ

ᛩޔߡߒኻޕࠆߔᱜୃࠍᦼᓙߥࡉࠖ࠹ࠫࡐߡߒኻߦડᬺߥࠄ⍮ߩり⥄ޔ߈ߠ᳇ߦߣߎࠆߢࠅ⺋߇

⾗ᧂ経㛎⠪߇⾼ߣߚߒᗐቯߚߒᩣᑼޔߪᛩ⾗ኅޔߒࡓࠜࡈࡄ࠻࠙ࠕ߽ࠅࠃࠇߘߩォᓟߪห᭽ߩ

⋉ࠍฃޔࠅ߹ߟޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߌᛩ⾗ኅߪ⥄りߩ⍮ߥࠄડᬺ߳ߩࠍᛴߡᛩ⾗್ᢿࠍⴕ߁

ᧄޔߡߞࠃޕࠆߥߊᒙ߽ࠬࠕࠗࡃߦߚᒙ߇ߪᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ޔ߇ࠆࠇߐᒝ化߇ࠬࠕࠗࡃߦߚ

⎇ⓥޔࠄ߆ᒝࠍᛴߚᛩ⾗ኅޔߪ⥄ାߦḩߩߘߚߜᛩ⾗್ᢿߡߞࠃߦਇ⋉ࠆ߁ߎࠍน⢻ᕈ

 ޕߚࠇߐໂ␜߇ߣߎࠆߩ

 

㧟.ታ⸽ಽᨆΤ－ࠬࠆࠃߦࡊࠗ࠲ࠝ࠹ᦼᓙ⏕⸽ലᨐߩᬌ⸛ 

 

ᩣᑼߩࠬࡦࡑࠜࡈࡄᬌ⸽ޔࠅࠃߦᛩ⾗ኅࠬߪ

ߎࠆߡߞⴕࠍᛩ⾗್ᢿ߈ߠၮߦࡊࠗ࠲ࠗࠝ࠹

ߥᒰ⋦ߪߦᢿ್ߩߘޔߚ߹ޕߚߞߥߣ߆ࠄ߇ߣ

⥄ାࠍ߽ߣߎ߁␜ໂޕߚࠇߐ 

ᧄಽᨆ߅ߦࡘࡆࠬࡦࡑࠜࡈࡄޔߪ⊛⋠ߩ

ಽࠍ⾰ߚߒ↪ߦᤨ▽᭴ࠝࠜࡈ࠻ࡐࠆߌ

ᨆ2-4-2ޔࠅࠃߣߎࠆߔ ⸛ធᬌ⋤ࠍቯߚ߅ߢ

ࠬߥᒝ࿕ߊᛴ߇ᛩ⾗ኅޔߢߎߘޕࠆߦߣߎࠆߔ

ޔߡߟߦߐㆊߩᦼᓙߔࠄߚ߽߇ࡊࠗ࠲ࠝ࠹

ᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ߣᲧセࠅࠃߦߣߎࠆߔᬌ⸽ޕࠆߔࠍ

ߦᓇ㗀ߔ߷ߦᦼᓙᒻᚑߥㆊ߇ାㆊ⥄ޔߚ߹

࠹ࠬޔߕ߹ޔߦߚߩߘޕࠆ߃ടࠍᒰ߽ߡߟ

ߩ化ࡑࠠࠬߩߡߒߣೋᦼᲑ㓏ߩᒻᚑࡊࠗ࠲ࠝ

Ꮕ⇣ޔߡߟߦᛩ⾗経㛎⠪ߣᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ࠠࠬߩ

ࠝ࠹ࠬޔߡ⛯ޕࠆߔ⸛ᬌࠍ⇣Ꮕߩ化ᓧὐࡑ

ᛩ⾗ᧂߣᛩ⾗経㛎⠪ߡߟߦ㑐ଥߩᦼᓙߣࡊࠗ࠲

経㛎⠪ࠍᲧセޔߒᛩ⾗経㛎⠪ߩᦼᓙߩㆊߟߦߐ

 ޕࠆ߃ടࠍ⸛ᬌߥ⊛⸘⛔ߡ

 

 ߡߟߦ⇣Ꮕߩ化ࡑࠠࠬ 3－1

 

3－1－1 ಽᨆ⚿ᨐ 

 

ᧄಽᨆޔߪߢᛩ⾗経㛎⠪ߣᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ࠇߙࠇߘߩኻోޔߡߒ⺞ᩏኻ⽎ડᬺ㑐ࡑࠠࠬࠆߔ化ᓧὐ

㧔ߚߞⴕࠍᬌቯߩᏅߩᐔဋ୯ޔߒ▚ࠍ 3 㧕ޕ↪ࠝࠜࡈ࠻ࡐޔߪ࠲࠺ߚߒ᭴▽ᤨߦ↪

ޔᨐ⚿ߩᬌቯޕߚߒߣኻ⽎ᄖߩಽᨆޔߒᬌࠍ୯ࠇᄖࠅࠃߦ࿑ߍ߭▫ޔߦ㓙ߩߘޕߚ↪ࠍ࠲࠺ߚߒ

ᗧ᳓Ḱ Welchޔߢߩߚߞߥ⇣߇ಽᢔޕߚࠇࠄ߇ᗧᏅߢ0.1% ᛩߪᛩ⾗経㛎⠪ޕߚߞⴕࠍᬌቯߩ

⾗ᧂ経㛎⠪ߦᲧޔߡߒડᬺ߳ࡑࠠࠬߩ化ߩ⒟ᐲ߇㜞߇ߣߎޕߚߞߥߦ߆ࠄ 

ోPortofolioណ用㌏ᨩ䈮䈍䈔るス䉨ー䊙化ᓧὐ

N ᐔဋ ᮡḰᏅ t ୯(df )
ᛩ⾗⚻㛎者 3443 0.79 0.84 31.30***
ᛩ⾗ᧂ⚻㛎者 3358 0.48 0.73 (6141.45)

ᵈ 䋺 ***p <.001

Portofolio10ណ用㌏ᨩ䈮䈍䈔るス䉨ー䊙化ᓧὐ

N ᐔဋ ᮡḰᏅ t ୯(df )
ᛩ⾗⚻㛎者 222 2.84 0.55 9.03***
ᛩ⾗ᧂ⚻㛎者 209 2.35 0.68 (360.50)

ᵈ 䋺 ***p <.001

Portofolio 1ណ用㌏ᨩ䈮䈍䈔るス䉨ー䊙化ᓧὐ

N ᐔဋ ᮡḰᏅ t ୯(df )
ᛩ⾗⚻㛎者 183 0.18 0.05 50.14***
ᛩ⾗ᧂ⚻㛎者 156 0.03 0.01 (286.95)

ᵈ 䋺 ***p <.001
3 ࠬࠠࡑ化ᓧὐߩᐔဋ୯ 



P10ޔߡ⛯ ߣ P1 ޔߒ▚ࠍᐔဋ୯ޔߡߒኻߦࠇߙࠇߘߩᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ߣᛩ⾗経㛎⠪ޔߡߒ㑐ߦ

ᐔဋ୯ߩᏅߩᬌቯࠍⴕߚߞ㧔 3 ਛ㧦P10ޔ 3 ਅ㧦P1㧕ޕಽᢔޔߢߩߚߞߥ⇣߇Welch ⴕࠍᬌቯߩ

߇ߣߎ㜞߇⒟ᐲߩ化߳ࡑࠠࠬߩડᬺ߳ޔߡߒᲧߦᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ߪᛩ⾗経㛎⠪ޔᨐ⚿ߩᬌቯޕߚߞ

ޕߚߞߥߦ߆ࠄ 

 

3－1－2 ⠨ኤ 

ᛩ⾗経㛎⠪ޔᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ోࠆߌ߅ߦࠇߙࠇߘ㌏ᨩޔP10ޔP1 ᐔဋ୯Ყࠆߔ㑐ߦ化ᓧὐࡑࠠࠬߩ

セߩ⚿ᨐߣ೨┨ߩࡘࡆࠬࡦࡑࠜࡈࡄࠆࠃߦ⚿ᨐߡߖࠊࠍ⠨ኤޔߣࠆߔᛩ⾗ኅߪડᬺ߳ߩ⍮⼂

ߩାㆊ⥄߇ߐን⼾ߩ⼂⍮ޔߡ߃ടޕࠆࠇߐ੍߇ߣߎࠆߡࠇߐᒻᚑ߇化ࡑࠠࠬߥ✺♖ޔߊᄙ߇

ⷐ࿃߽ߣߎࠆߡߞߥߣ⠨ޕࠆࠇࠄ߃ᰴ▵ޔࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬޔߡ߅ߦ⥄ାㆊߣᦼᓙߩ㑐ଥߟߦ

 ޕࠆ߃ടࠍ⸛ᬌߡ

 

3－2 ᛩ⾗ኅߊߠߣ߽ߦࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬߩㆊߥᦼᓙߡߟߦ 

 

3－2－1 ಽᨆߣ⚿ᨐ 

 

೨▵ߩ⚿ᨐࡑࠠࠬޔࠄ߆化߇ㆊߥᦼᓙᒻᚑߦ㑐ਈ߇ߣߎࠆߔ␜ໂޔߢߎߘޕߚࠇߐ೨┨ࠆࠃߦ

化ࡑࠠࠬޔߣࠆ߃⠨ߡߖࠊวࠄ߆ⓥ⎇ࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬߩߢ߹ࠇߎ߿ᨐ⚿ߩࡘࡆࠬࡦࡑࠜࡈࡄ

ᓧὐߣડᬺ߳ߩᦼᓙޔߪߦᰴߥ߁ࠃߩ㑐ଥޕࠆࠇߐ੍᷹߇X ゲࡑࠠࠬߦ化ᓧὐޔY ゲߣࠆߣࠍ࿑ 4

ޕࠬࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃⠨ࠍᦛ✢㑐ଥߔ␜ߦ ޔߊߔ߿化ࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬߪ㌏ᨩߩ┵㜞ૐਔߩ化ᓧὐࡑࠠ

ᦼᓙߥㆊߦߚૐ߇㗼⪺ᕈߪડᬺߩਛ㑆ߥߢ߁ߘޔ߇ࠆࠇߐᒻᚑ߇ᦼᓙߥㆊࠄ߆㗼⪺ᕈߩߘ

ᦼᓙߥㆊ߈ߠၮߦࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬ߇ᛩ⾗ኅޔߢߎߘޕࠆߢߚࠆࠇߐ੍᷹߇ߣߎߥࠇߐᒻᚑߪ

aޔߢߎߎޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃⠨ࠍ⺑ߩએਅޔߦߚࠆߔ್ࠍߣߎࠆ߇ะࠆߔᒻᚑࠍ ✢ᦛߪ

Yޔ࠲ࡔࡄ ޔᦼᓙᓧὐᷝߪ ሼ Investor Inexperienceޔᛩ⾗経㛎⠪ߪ ᧄಽޕߔࠍᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ߪ

ᨆࠆ↪ߢᦼᓙ᷹ߩᐲࠝࠜࡈ࠻ࡐޔߡߒߣ᭴▽ᤨߦ↪ߚߒ⾰ޟߩᓟࠆߥߊ⦟ߦࠄߐޔડ

ޕ߁ᛒߡߒߣᦼᓙࡉࠖ࠹ࠟࡀࠍޠ߁ᕁߣߛડᬺߥࠄߥߊࠃߪᓟޟޔᦼᓙࡉࠖ࠹ࠫࡐࠍޠ߁ᕁߣߛᬺ

߽ߚ᳞ࠍߣߎࠆߔ╵回ࠍߺߩߟ㧝ߚ߆ㆬᛯ⢇ߩߟ㧟ߚࠍޠߥ߽ߢࠄߜߤޟߪଔ⹏ߩߎޔ߅ߥ

 ޕࠆߢߩ߽ߚߒߦ୯࠻ࡦࡄޔߒ⸘集ߦߣߏડᬺ࡞ࡊࡦࠨࠍଔ⹏ߩߎߪߣᦼᓙᓧὐޕࠆߢߩ

 

A1)㧦ߥࡉࠖ࠹ࠫࡐᦼᓙߪ࠲ࡔࡄߡ߅ߦᱜ(a>0)ޔߚ߹ޕࠆߢᛩ⾗経㛎⠪ߪᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ߦ

Ყޔߡߒㆊߦᦼᓙࠍᛴޔࠄ߆ߣߎߊએਅߩ 2 ⾗ᛩޕࠆࠇߐ੍᷹߇ߣߎࠆࠇߐߚḩ߇ઙ᧦ߩߟ

経㛎⠪ߪ࠲ࡔࡄߩᛩ⾗ᧂ経㛎⠪߽ࠅࠃ࠲ࡔࡄߩ大ࠆߥߊ߈㧔ainvestor>ainexperience㧕ޕട߃

ᦼᓙᓧὐߩᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ޔ߇߁߶ߩᦼᓙᓧὐߩᛩ⾗経㛎⠪ޔ߫ࠄߥߓห߇化ᓧὐࡑࠠࠬޔߡ

 ޕ㧔Yinvestor>Yinexperience㧕㜞߽ࠅࠃ

 

A2)㧦ߥࡉࠖ࠹ࠟࡀᦼᓙߪ࠲ࡔࡄߡ߅ߦ⽶㧔a<0㧕ޔߚ߹ޕࠆߢᛩ⾗経㛎⠪ߪᛩ⾗ᧂ経㛎

⠪ߦᲧޔߡߒㆊߦᦼᓙࠍᛴޔࠄ߆ߣߎߊએਅߩ 2 ޕࠆࠇߐ੍᷹߇ߣߎࠆࠇߐߚḩ߇ઙ᧦ߩߟ

ᛩ⾗経㛎⠪ߪ࠲ࡔࡄߩᛩ⾗ᧂ経㛎⠪߽ࠅࠃ࠲ࡔࡄߩ大ࠆߥߊ߈㧔ainvestor>ainexperience㧕ޕ

ടࡑࠠࠬޔߡ߃化ᓧὐ߇หޔ߫ࠄߥߓᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ߩᦼᓙᓧὐޔ߇߁߶ߩᛩ⾗経㛎⠪ߩᦼᓙ

ᓧὐ߽ࠅࠃ㜞㧔Yinvestor<Yinexperience㧕ޕ 

 

࿑ 4 ߩ A1)ߥࡉࠖ࠹ࠫࡐޔߪᦼᓙᒻᚑࡑࠠࠬࠆߌ߅ߦ化ᓧὐߣᦼᓙࠆࠇߐ੍᷹ߩ㑐ଥ࿑ࠬޕࠆߢ

ࠬࡦࡑࠜࡈࡄޕࠆࠇߐ化ࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬࠄ߆㗼⪺ᕈߩ化ࠧ࠹ࠞߩߘޔߪ┵ਔߩ化ᓧὐࡑࠠ



ᦼߥࡉࠖ࠹ࠫࡐߩะᤨࠆߍࠍ⋊㜞ߦㆊߪߡ߅ߦ㜞⍮ડᬺޔࠄ߆ᗧࠆࠃߦࡘࡆ

ᓙᒻᚑޔࠅߢૐ⍮ડᬺޔߪߡ߅ߦォᓟߥࡉࠖ࠹ࠫࡐߩᦼᓙᒻᚑޕࠆߢ࿑ 4 ߩ A2)ࡀޔߪ

ޔߦห᭽ߣA㧝㧕ޕࠆߢ㑐ଥ࿑ࠆࠇߐ੍᷹ߩᦼᓙߣ化ᓧὐࡑࠠࠬࠆߌ߅ߦᦼᓙᒻᚑߥࡉࠖ࠹ࠟ

ࡦࡑࠜࡈࡄޕࠆࠇߐ化ࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬࠄ߆㗼⪺ᕈߩ化ࠧ࠹ࠞߩߘޔߪ┵ਔߩ化ᓧὐࡑࠠࠬ

ߡߒ⪬ਅߦએࠇߘޔߡߓォࠄ߆ߩㆊޔߪߡ߅ߦ㜞⍮ડᬺޔࠄ߆ᗧࠆࠃߦࡘࡆࠬ

 ޕࠆߢᦼᓙᒻᚑߩㆊዊ⹏ଔᤨߩㆊߪߡ߅ߦૐ⍮ડᬺޕࠆߢᦼᓙᒻᚑߥࡉࠖ࠹ࠟࡀߩᤨߊ

 

࿑   ⺑ࠆߔ㑐ߦ㑐ଥߩᦼᓙߣ化ᓧὐࡑࠠࠬ 4

 

એߩ⺑ࠍᬌ⸛ޔߦߚࠆߔᧄಽᨆߪߢᛩ⾗経㛎⠪ޔᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ࡑࠠࠬߩ化ᓧὐߣᦼᓙߩߣ

㑐ଥࠍᬌ⸛ޕߚߞߥߎ߅ࠍಽᨆߦ㓙ࠝࠜࡈ࠻ࡐޔߪߡߒ᭴▽ᤨߦ↪ࠍ࠲࠺ߚߒ↪ޕߚߒ㗄

ޔߡߞࠃޕࠆߢᦼᓙᓧὐߣ化ᓧὐࡑࠠࠬߩડᬺࠆߌ߅ߦࠇߙࠇߘᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ޔᛩ⾗経㛎⠪ޔߪ⋠

ಽᨆޕߚߒಽᨆࠍ㑐㑐ଥ⋦ߩᦼᓙᓧὐߣ化ᓧὐࡑࠠࠬߩࠇߙࠇߘᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ߣᛩ⾗経㛎⠪ޔߕ߹

ᱜⷙޔߢߩߥ୯ߚߌ߆ࠍ࠻ࠗࠛ࠙ߦ୯࠻ࡦࡄߚࠇߐ▚ߦߣߏડᬺߪ化ᓧὐࡑࠠࠬޔߡߒ㓙ߦ

ಽᏓߦㄭࠆߔߦߚࠆߌߠ⥄ὼኻᢙᄌ឵ߚߒࠍ୯ࠍಽᨆޔߚ߹ޕߚ↪ߦᦼᓙᓧὐ࠻ࡦࡄߪ୯ߢ

࿑ޕߚߒ↪ߦಽᨆࠍ୯ߚߒࠍᄌ឵ⷺޔࠄ߆ߣߎࠆ 5㧔ᓟߦಽᨆ࡞࠺ࡕߚ᳞ߢᑼࠆࠃߦផ⸘୯߽

૬⸥㧕ࡑࠠࠬߦ化ᓧὐߣᦼᓙᓧὐߩᢔᏓ࿑ޕߔ␜ࠍᢔᏓ࿑ࠍߚߒ੍᷹ߣࠆ⺑ޔࠅ߅ߤ㕖✢ᒻߩ

㑐ଥ߇ޕߚࠇࠄ࿑ 5－Ꮐߔ␜ߦᛩ⾗経㛎⠪ࡉࠖ࠹ࠫࡐߩᦼᓙࡑࠠࠬߣ化ᓧὐߩ⋧㑐Ყ(ǈ2)ߪ

࿑ޔ0.55 5－ฝߔ␜ߦᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ࡉࠖ࠹ࠫࡐߩᦼᓙࡑࠠࠬߣ化ᓧὐߩ⋧㑐Ყ(ǈ2)ߪ ࿑ޔ0.70 5

－Ꮐਅߔ␜ߦᛩ⾗経㛎⠪ࡉࠖ࠹ࠟࡀߩᦼᓙࡑࠠࠬߣ化ᓧὐߩ⋧㑐Ყ(ǈ2)ߪ ࿑ޔ0.69 5－ฝਅߔ␜ߦ

ߪ㑐Ყ(ǈ2)⋦ߩ化ᓧὐࡑࠠࠬߣᦼᓙࡉࠖ࠹ࠟࡀ 0.8  ޕߚߞߥߣ

化ᓧࡑࠠࠬޔߢߎߎޕߚࠇࠄ߇㑐㑐ଥ⋦ߥ⊛✢ᦛߪߦ㑆ߩߣᦼᓙߣ化ᓧὐࡑࠠࠬޔߡߞࠃ

ὐߣᦼᓙߩ⋧㑐ଥࠍಽᨆޔߦߚࠆߔᦼᓙᓧὐࠍၮḰᄌᢙࡑࠠࠬޔߒߣ化ᓧὐࡑࠠࠬޔ化ᓧὐ

ࡉࠖ࠹ࠫࡐޔߪಽᨆޕࠆࠃߦᛩᴺ৻ߪᨆ⸂ޕߚߞⴕࠍ㕖✢ᒻ㊀回Ꮻಽᨆࠆߔߣᄌᢙ⺑ࠍਸ਼ੑߩ

ᦼᓙࠆߌ߅ߦᛩ⾗経㛎⠪ޔᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ࡉࠖ࠹ࠟࡀޔᦼᓙࠆߌ߅ߦᛩ⾗経㛎⠪ߣᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ߦ㑐ߒ

ᛩ⾗経ޕࠆߔ⺑ࠍᨐ⚿ߩᨆ⸂ࠆߔኻߦᦼᓙࡉࠖ࠹ࠫࡐޔߕ߹ޕߔ␜ߦ㧠ࠍᨐ⚿ߩᨆ⸂ޕߚߞⴕߡ

㛎⠪ߦ㑐ࠆߔ⸃ᨆ⚿ᨐޔߪߡߟߦ⺑ജ㧔R sqr㧕ߪ 14.1㧑ߢ⺑₸ߩᬌቯߪ 0.1%᳓Ḱߢᗧߢ

化ᓧὐࡑࠠࠬޔ化ᓧὐࡑࠠࠬޔߣࠆࠍᗧᕈߩᮡḰ回Ꮻଥᢙޕߚߞ 2 ਸ਼ߩߡోߩ⺑ᄌᢙߦ



ߡߟ 0.1%᳓Ḱߢᗧޕߚߞߢᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ߦ㑐ࠆߔ⸃ᨆ⚿ᨐޔߪ⺑ജ㧔R sqr㧕ߪ ⺑ߢ31.0%

ജߩᬌቯߪ 0.1%᳓Ḱߢᗧޕߚߞߢ 

 

 

 

 

࿑   ᢔᏓ࿑ߩᦼᓙߣ化ᓧὐࡑࠠࠬ 5

߅ߦਔ┵ડᬺߩ化ᓧὐࡑࠠࠬࠆߡࠇߐߥ߇化ࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬޔߪߡ߅ߦᦼᓙߥࡉࠖ࠹ࠫࡐ

ࠆ߇ะߥߡߒ↢⊑߇ᦼᓙߥㆊߪߡߒ㑐ߦડᬺߩਛ㑆ߥߢ߁ߘޔߒ↢⊑߇ᦼᓙߥㆊߪߡ

ᨆ⚿ᨐ⸂ࠆߔ㑐ߦᛩ⾗経㛎⠪ޕࠆߔ⺑ࠍᨆ⚿ᨐ⸂ࠆߔኻߦᦼᓙࡉࠖ࠹ࠟࡀޔߦᰴޕߚߞ߆ಽ߇ߣߎ

ߪജ㧔R sqr㧕⺑ޔߪߡߟߦ 31.8㧑ߢ⺑ജ㧔R sqr㧕ߩᬌቯߪ 0.1㧑᳓Ḱߢᗧޕߚߞߢ 

ᮡḰ回Ꮻଥᢙߩᗧᕈࠍࡑࠠࠬޔߣࠆߺߡ化ᓧὐࡑࠠࠬޔ化ᓧὐ 2 ਸ਼ߩߡోߩ⺑ᄌᢙߦ

ߡߟ 0.1 㧑᳓Ḱߢᗧޕߚߞߢᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ߦ㑐ࠆߔ⸃ᨆ⚿ᨐޔߪߡߟߦ⺑ജ㧔R sqr㧕ߪ

ߪᬌቯߩജ㧔R sqr㧕⺑ߢ46.3% 0.1㧑᳓ḰߢᗧޕߚߞߢᮡḰ回Ꮻଥᢙߩᗧᕈߡߟߦߡ

ޔࠬߣࠆߺ ޔ化ᓧὐࠬࡑࠠ 化ᓧὐࡑࠠ 2 ਸ਼ߩߡోߩ⺑ᄌᢙߡߟߦ 0.1㧑᳓Ḱߢᗧޕߚߞߢ



ߪߡ߅ߦਔ┵ડᬺߩ化ᓧὐࡑࠠࠬࠆߡࠇߐߥ߇化ࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬޔ߽ߡ߅ߦᦼᓙࡉࠖ࠹ࠟࡀ

ㆊߥᦼᓙߥߢ߁ߘޔߒ↢⊑߇ਛ㑆ߩડᬺߦ㑐ߪߡߒㆊߥᦼᓙߥߡߒ↢⊑߇ะߣߎࠆ߇

 ޕߚߞ߆ಽ߇

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 એࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬޔࠄ߆ߣߎߩ化ࠆߡࠇߐડᬺߪㆊߥᦼᓙ߇ߣߎߔ߿ߒ↢⊑߇ߥߣ߆ࠄ

化ᓧὐࡑࠠࠬޔ化ᓧὐࡑࠠࠬࠆߔኻߦᦼᓙࡉࠖ࠹ࠟࡀޔᦼᓙࡉࠖ࠹ࠫࡐޔߚ߹ޕߚߞ 2 ਸ਼ߌ߅ߦ

ߡߴߔ߇回Ꮻଥᢙࠆ 0.1㧑᳓Ḱߢᗧޔࠄ߆ߣߎߚߞߢᧄ߽ߦ੍᷹ߪ࡞࠺ࡕല߇ߣߎࠆߢ␜

 ޕߔ␜ࠍ࡞࠺ࡕ㕖✢ᒻ㊀回Ꮻߚ↪ߦ⸘ផޔߦએਅޕߚࠇߐ

 

㑐ߩᦼᓙߣ化ᓧὐࡑࠠࠬޔ᳞ࠍផ⸘୯ߥ⊛ℂ論ޔࠄ߆࡞࠺ࡕ㕖✢ᒻ㊀回Ꮻߚࠇߐዉޔߢߎߘ

ଥߦ㑐ࠆߔ⺑ A1㧕ޔA2)ߡߟߦᬌ⸛ޕࠆߔផ⸘୯ߪ࿑ 5 ߩ⸛ᧄᬌޔ߇ࠆߡߒ␜߽ߣߣᢔᏓ࿑ߦ

䊘䉳䊁䉞䊑ᦼᓙ䋨ᄌ឵ᓟ䋩䈮ኻする㕖✢ᒻ㊀࿁Ꮻಽᨆ⚿ᨐ

ᮡḰ࿁Ꮻଥ数 ࿁Ꮻଥ数 ᮡḰ࿁Ꮻଥ数 ࿁Ꮻଥ数

ス䉨ー䊙化ᓧὐ 0.260*** 2.322*** 0.693*** 5.114***
ス䉨ー䊙化ᓧὐੑਸ਼ 0.484*** 3.092*** 0.984*** 3.050***
R sqr
Adj . R sqr 
N
ᵈ 䋺 ***p <.001

䊈䉧䊁䉞䊑ᦼᓙ䋨ᄌ឵ᓟ䋩䈮ኻする㕖✢ᒻ㊀࿁Ꮻಽᨆ⚿ᨐ

ᮡḰ࿁Ꮻଥ数 ࿁Ꮻଥ数 ᮡḰ࿁Ꮻଥ数 ࿁Ꮻଥ数

ス䉨ー䊙化ᓧὐ 0.451*** 3.224*** 0.363*** 2.425***
ス䉨ー䊙化ᓧὐੑਸ਼ -0.181*** -1.190*** -0.355*** -1.238***
R sqr
Adj . R sqr 
N
ᵈ 䋺 ***p <.001

2554 2045
0.141*** 0.310***

ᛩ⾗⚻㛎者 ᛩ⾗ᧂ⚻㛎者

0.141*** 0.310***

1860 1493
0.317*** 0.462***

ᛩ⾗⚻㛎者 ᛩ⾗ᧂ⚻㛎者

0.318*** 0.463***



ℂ⸃ࠍഥޔߦߚࠆߌડᬺߩಽᏓࠍขࠅ㒰ࡉࠖ࠹ࠫࡐޔ߈ᦼᓙࠆߌ߅ߦᛩ⾗経㛎⠪ߣᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ߘ

ᛩ⾗経㛎ࠆߌ߅ߦᦼᓙࡉࠖ࠹ࠟࡀޔߚ߹ޕߔ␜ߦ࿑㧢ࠍߩ߽ߚߒㅀ⸤ࠍߺߩ✢ᦛߚࠇߐ⸘ផߩࠇߙࠇ

⠪ߣᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ߩࠇߙࠇߘផ⸘ߚࠇߐᦛ✢ࠍߺߩ⸥ㅀࠍߩ߽ߚߒ࿑㧣ޕߔ␜ߦ⺑ߩᬌ⸛ߦ㑐ߡߒ

 ޕ߁ⴕࠍ⸛ᬌߩߢ࿐ౝ▸ߚࠇߐផቯࠄ߆ᢔᏓ࿑ޔߦߕߖᑧ㐳ߥήℂࠆࠃߦ࡞࠺ࡕߩផ⸘୯ޔߪ

ᛩ⾗経㛎ޔߪภ╓ߩ࠲ࡔࡄߩਸ਼㗄ੑࠆߌ߅ߦ࡞࠺ࡕᦼᓙࡉࠖ࠹ࠫࡐޔࠄ߆ᑼ㧔7㧕㧔8㧕࡞࠺ࡕ

⠪ޔᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ߦ߽ߣᱜߩ୯ޔࠅߢ⺑ A1)ޔࠆߌ߅ߦߩa>0 ࠇߘޔߡ⛯ޕࠆߡࠇߐߚḩߪ

߶ߩ࠲ࡔࡄߩᛩ⾗ᧂ経㛎⠪߇߁߶ߩ࠲ࡔࡄߩᛩ⾗経㛎⠪ߣࠆߔᲧセߣ୯ߩ࠲ࡔࡄߩࠇߙ

 ޕࠆߡߞߣࠍ୯߈大߇߁

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

࿑㧣 ࡉࠖ࠹ࠟࡀᦼᓙࠆߌ߅ߦផ⸘ᦛ✢ 

ᦼᓙᓧὐࠆߌ߅ߦ୯ߓหޔߦᦨᓟޕߚࠇߐߚḩ߇ainvestor>ainexperienceޔࠅ߹ߟ Y ࿑ޔ߇ߛ୯ߩ 6 ࠍ

ߪߢ㗔ၞߩ⽶߇化ᓧὐࡑࠠࠬޔߣࠆ Yinvestor>Yinexperience ᚑ┙ޔߒ߆ߒޕࠆߡߒᱜߩ㗔ၞߪߢᚑ

ࠈߒޔߕࠄ߅ߡߒ┙ Yinvestor<Yinexperience ޔ߇ߛᨐ⚿ࠆߔᡰᜬࠍ⺑ߪߢ㗔ၞߩ⽶ޕࠆߡߞߥߣ

ᱜߩ㗔ၞޔߪߢᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ޔ߇߁߶ߩᛩ⾗経㛎⠪߽ࠅࠃㆊߥᦼᓙࠍᛴ߁ߣߊ⚿ᨐޕߚߞߥߣ 

ޔߪภ╓ߩ࠲ࡔࡄߩਸ਼㗄ੑࠆߌ߅ߦ࡞࠺ࡕᦼᓙࡉࠖ࠹ࠟࡀޔࠅࠃᑼ㧔9㧕㧔10㧕࡞࠺ࡕޔߡ⛯

ᛩ⾗経㛎⠪ޔᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ߩ⽶ߦ߽ߣ୯ޔࠅߢ⺑ A2㧕ޔࠆߌ߅ߦa>0 ⛯ޕࠆߡࠇߐߚḩߪ
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࿑㧢 ࡉࠖ࠹ࠫࡐᦼᓙࠆߌ߅ߦផ⸘ᦛ✢ 



ࡔࡄߩᛩ⾗ᧂ経㛎⠪߇߁߶ߩ࠲ࡔࡄߩᛩ⾗経㛎⠪ߣࠆߔᲧセߣ୯ߩ࠲ࡔࡄߩࠇߙࠇߘޔߡ

ࡄޔߒߦ⺑ޕߚߞ߆ߥࠇߐߚḩߪainvestor>ainexperienceޔࠅ߹ߟޕࠆߡߞߣࠍ୯ߐዊ߇߁߶ߩ࠲

ߥߣᨐ⚿߁ߣߊᛴࠍᦼᓙߥㆊ߽ࠅࠃᛩ⾗経㛎⠪ޔ߇߁߶ߩᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ޔߪߢઙ᧦ߩ୯࠲ࡔ

ᦼᓙᓧὐࠆߌ߅ߦ୯ߓหޔߦᦨᓟޕߚߞ Y ࿑ޔ߇ߛ୯ߩ 7 ߢ㗔ၞߩ⽶ᱜ߇化ᓧὐࡑࠠࠬޔߣࠆࠍ

ߪ Yinvestor<Yinexperienceᚑ┙ࡉࠖ࠹ࠟࡀޕࠆߡߒᦼᓙ᧦ઙߪߢ Y ޕߚࠇߐߚḩߪઙ᧦ࠆߔ㑐ߦ୯ߩ

ᛩ⾗経㛎⠪߇ᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ߦᲧࠆࠃߦࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬޔߡߒㆊߥᦼᓙ⊒↢ࡄޔߡߟߦߣߎࠆߔࠍ

Yޔ߇ߚߞ߆ߥࠇߐߚḩޔߪߢઙ᧦ߩ୯࠲ࡔ ߦᕈ⥸৻ߩ⺑ޔࠄ߆ߣߎߚࠇߐߚḩߪߢ୯᧦ઙߩ

㑐ߪߡߒ⺖㗴߇ᱷޔ߇ࠆᢔᏓ࿑ߩ㗔ၞౝ߁ߣ㒢ቯߚߒ㗔ၞߪߡ߅ߦᡰᜬޕߚࠇߐ 

 

3－2－2 ⠨ኤ 

 

 ᧄ▵ࡑࠠࠬޔߪ⊛⋠ߩ化ᓧὐߣᦼᓙߩߣ⋧㑐ଥ߇ࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬޔࠄ߆߷ߔᦼᓙߩㆊߦߐ

↢߇Ꮕߩ化ᓧὐࡑࠠࠬߩᛩ⾗ᧂ経㛎⠪㑆ߣᛩ⾗経㛎⠪ޔߪߢᧄಽᨆޕߚߞߦߣߎࠆߔ⸛ᬌߡߟ

ߣᦼᓙߣ化ᓧὐࡑࠠࠬߚ߹ޕߚࠇߐໂ␜߇ߣߎࠆߔነਈߦᒻᚑߩࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬ߇化ࡑࠠࠬޔߓ

߅ߦᦼᓙࡉࠖ࠹ࠫࡐޔࠄ߆⸘ផࠆࠃߦᑼ࡞࠺ࡕߣ㕖✢ᒻ㊀回Ꮻಽᨆޔࠇࠄ߇ᦛ✢㑐ଥޔߪߦ㑆ߩ

⊑߇ࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬߡߒᲧߦᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ߪᛩ⾗経㛎⠪ߦ⊛⥸৻ޔࠄ߆⸛ᬌߩ୯ߩᑼ࡞࠺ࡕޔߪߡ

߅ߦ࿐ౝ▸ߔ␜߇ᢔᏓ࿑ޔߒ߆ߒޕߚߞ߆ಽ߇ߣߎߔ߿ߒ↢⊑߇ᦼᓙߥㆊߡ߅ߦ㗔ၞࠆߔ↢

ᛩޔ߇ᣇߩᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ߪߡߒ㑐ߦ㗔ၞࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬࠆߔ↢⊑ߢ㗔ၞߩᱜ߇化ᓧὐࡑࠠࠬޔߪߡ

⾗経㛎⠪ߦᲧߡߒㆊߥᦼᓙޔߚ߹ޕߚߒ␜ࠍߣߎߔ߿ߒ↢⊑ࠍᛩ⾗ኅߊࠃޔߪ⍮ߚࠇࠄఝ⦟ડᬺ

ߢߤ߶ࠆߡࠇࠄߓ論ߡ߅ߦⓥ⎇ࠬࡦ࠽ࠗࠔࡈⴕേޔߩߩ߽ߊᛴߪᦼᓙߥㆊߢ⊛ᭉⷰޔߡߒኻߦ

り⥄ߪᛩ⾗ኅޔߪߡߒ㑐ߦᦼᓙࡉࠖ࠹ࠟࡀߩߩ߽ࠆߪߢ⊛㒢ቯޔߡߒኻޕߚࠇߐໂ␜߽ߣߎߥߪ

ᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ޔᣇ৻ޕߚࠇߐߦ߆ࠄ߽ߣߎߊᛴࠍᦼᓙߥ⊛ᖤⷰߦㆊޔߪߡߒ㑐ߦડᬺߥࠄ⍮ߩ

ࠆࠃߦࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬޔߕߖᄖᝌࠍᦼᓙߥ⊛ᖤⷰߦ┵ᭂߤ߶ࠇߘޔߪߡߒ㑐ߦડᬺߥࠄ⍮ߩり⥄ߪ

ߩડᬺ߳ߥࠄ⍮ߩり⥄ߪᛩ⾗ኅޔࠅ߹ߟޕߚߞߥߦ߆ࠄ߇ߣߎࠆߥߊᒙߪ↢⊑ߩᦼᓙࡉࠖ࠹ࠟࡀ

߇ᒝޔߊታ㓙એߦᖤⷰ⊛ߥᦼᓙࠍᛴ߿❣ᬺޔ߈ᩣଔ੍ߩᗐࠍⴕ߇ߣߎ߁ಽޕߚߞ߆ᧄಽᨆߩ⚿

ᨐޔߪࠄ߆ᛩ⾗ኅߩᕁㄟ߇ߺㆊߥᦼᓙࠆߔ↢⊑ࠍะ߇ߩߘߦࠄߐޕߣߎߚߞߥߦ߆ࠄᕁㄟ

⸛ᬌߦ⊛ធ⋤ޔ߇ࠆࠇߐໂ␜߇ߣߎࠆᒝࠍᦼᓙࠆߔዉ⺃߇ࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬޔߡߞߥߣାㆊ⥄߇ߺ

⋦ߩߣାㆊ⥄ߣᦼᓙߚߒ↢⊑ࠅࠃߦࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬޔߪߢ▵ᰴޔߢߎߘޕߥߪߢߌࠊߚ߃ടࠍ

㑐ଥࠍᬌ⸛ޕࠆߔ 

 

3－3 ᛩ⾗ኅߩ⥄ାㆊࠆࠃߦᦼᓙ⏕⸽ߩᒝ化ߡߟߦ 

 

3－3－1 ಽᨆߣ⚿ᨐ 

 

ᧄ▵ޔߪߢ⥄ାㆊߣㆊߥᦼᓙߩ↢⊑ߩ⋧㑐ଥޔߦߚࠆߺࠍၮḰᄌᢙߡߒߣᦼᓙޔ⺑ᄌᢙ

ߡߒߣઍℂᄌᢙߩାㆊ⥄ޔ化ᓧὐੑਸ਼ࡑࠠࠬޔ化ᓧὐࡑࠠࠬࠆߔ㑐ߦฦડᬺߩᛩ⾗経㛎⠪ޔߪ

㧕㧩1ߒᛩ⾗ᧂ経㛎⠪㧔⥄ାㆊะήޔᛩ⾗経㛎⠪㧔⥄ାㆊ㧕㧩0ߪ ࠍᄌᢙࡒ࠳ାㆊ⥄ࠆߔߣ

ዉߡߒ⸃ᨆࠍⴕޕߚߞ⸃ᨆࡉࠖ࠹ࠫࡐޔߪᦼᓙࡉࠖ࠹ࠟࡀޔᦼᓙߦࠇߙࠇߘኻߡߒⴕޕߚߞ 

⸃ᨆߩ⚿ᨐޔߪ 5 ࠹ࠫࡐޔߕ߹ޕߔ␜ߦᑼ߽㧔11㧕㧔12㧕࡞࠺ࡕߚࠇߐ▚ޔߡߖࠊޕߔ␜ߦ

ߪജ㧔R sqr㧕⺑ޕࠆߔㅀ⸤ࠍᨆ⚿ᨐ⸂ߩᦼᓙࡉࠖ ᳓Ḱ%0.1ޔߪᬌቯߩജ㧔R sqr㧕⺑ޔߢ19.8%

ࠇߙࠇߘޔߪଥᢙߩᄌᢙ⺑ߚࠍቯᢙ㗄ޕߚߞߥߣᗧߢ 0.1㧑᳓Ḱߢᗧࡑࠠࠬޕߚߞߥߣ

化ޔ⥄ାㆊߦ߽ߣㆊߥࡉࠖ࠹ࠫࡐߦᦼᓙᒻᚑߦነਈ߇ߣߎࠆߔಽࠗ࠲ࠝ࠹ࠬޔࠅ߹ߟޕߚߞ߆

࠳ାㆊ⥄ߣቯᢙ㗄ޔߚ߹ޕߚߞ߆ಽ߇ߣߎࠆߔነਈߦᦼᓙᒻᚑߥࡉࠖ࠹ࠫࡐߦㆊߪାㆊ⥄ߣࡊ



⛯ޕߚ߈ߢ⏕߇ലᨐࠆߓᷫࠍᦼᓙߥㆊ߇ߐߥߩାㆊะ⥄ޔߣࠆߔ⋠ᵈߦ㑐ଥߩ回Ꮻଥᢙࡒ

ߪജ㧔R sqr㧕⺑ޕࠆߔㅀ⸤ࠍᨆ⚿ᨐ⸂ߩᦼᓙࡉࠖ࠹ࠟࡀޔߡ ᬌቯߩജ㧔R sqr㧕⺑ޔߢ29.4%

ߪ 0.1㧑᳓Ḱߢᗧࡑࠠࠬޕߚߞߥߣ化ޔ⥄ାㆊߦ߽ߣㆊߥࡉࠖ࠹ࠟࡀߦᦼᓙᒻᚑߦነਈࠆߔ

ߣߎࠆߔነਈߦᦼᓙᒻᚑߥࡉࠖ࠹ࠟࡀߦㆊߪାㆊ⥄ߣࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬޔࠅ߹ߟޕߚߞ߆ಽ߇ߣߎ

ࠇߙࠇߘޔߪଥᢙߚࠍቯᢙ㗄ޔߚ߹ޕߚߞ߆ಽ߇ 0.1㧑᳓Ḱߢᗧޕߚߞߥߣቯᢙ㗄ߣ⥄ାㆊ

 ޕߚ߈ߢ⏕߇ലᨐࠆߓᷫࠍᦼᓙߥㆊ߇ߐߥߩାㆊะ⥄ޔߣࠆߔ⋠ᵈߦ㑐ଥߩ回Ꮻଥᢙࡒ࠳

 

 

 5 ⥄ାㆊࡒ࠳ࠍᄌᢙߚߒߣ㕖✢ᒻ回Ꮻಽᨆߩ⚿ᨐ 

 

 

 

3－3－2 ⠨ኤ 

 

 ᧄಽᨆޔߪ⊛⋠ߩ⥄ାㆊߣㆊߥᦼᓙߩ⋧㑐ଥࠍޕߚߞߦߣߎࠆቯᢙ㗄ࡒ࠳ߣᄌᢙߩ

㑐ଥࡉࠖ࠹ࠫࡐࠄ߆ᦼᓙࡉࠖ࠹ࠟࡀޔᦼᓙޔߦ߽ߣ⥄ାㆊะ߇ߐߥㆊߥᦼᓙࠆߓᷫࠍലᨐ߇⏕

ޔߜࠊߥߔޕߚࠇߐ⥄ାㆊߪㆊߥᦼᓙߦ↢⊑ࠍ㑐ਈߒᒝ化ޔߒ߆ߒޕߚߞ߆ࠊ߇ߣߎࠆߔ⥄ା

ㆊߩࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬࠆߥࠄߐ߇ᒝ化ߦነਈߪߢ߹ߣߎࠆߔᬌ⸛ޕߚߞ߆ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ 

 

3－㧠 ᧄ┨ߩ⚿߮ 

 

 ᧄ┨ޔߪ⊛⋠ߩᛩ⾗ኅߩડᬺ߳߇ࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬߩㆊߥᦼᓙߩߘޔߖߐ↢⊑ࠍᦼᓙ߇⥄ାㆊ

2ޕߚߞߦߣߎࠆߔߦ߆ࠄࠍߣߎߊߡࠇߐᒝ化߽ߡߞࠃߦ ᨐ⚿ߩࡘࡆࠬࡦࡑࠜࡈࡄߩ┨

ߣ 3－1－1 ⊑ᦼᓙߥㆊ߇Ꮕߩ化ᓧὐࡑࠠࠬࠆߌ߅ߦᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ߣᛩ⾗経㛎⠪ޔࠄ߆ಽᨆ⚿ᨐߩ

1－2－3ޔߡߒߘޕߚߞ߆ಽ߇ߣߎࠆߔ㑐ਈߦ↢ ߠၮߦࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬߪᛩ⾗経㛎⠪ࠄ߆ಽᨆ⚿ᨐߩ

ᛩ⾗ᧂ経㛎ޔߡߒ㑐ߦ↢⊑ߩᦼᓙߥࡉࠖ࠹ࠫࡐޔߒߛߚޕߚߞ߆ಽ߇ߣߎࠆߔ↢⊑ࠍᦼᓙߥㆊߡ

⺑ᄌ数 ଥ数 ᮡḰ⺋Ꮕ t୯ ଥ数 ᮡḰ⺋Ꮕ t୯
ቯ数 26.521*** 0.162 163.682 -18.921*** 0.134 -141.383
ス䉨ー䊙化ᓧὐ 3.286*** 0.162 20.254 2.923*** 0.127 22.960
ス䉨ー䊙化ᓧὐੑਸ਼ 2.635*** 0.080 32.855 -1.090*** 0.079 -13.787
ᛩ⾗⚻㛎䉻䊚ー -1.742*** 0.238 -7.314 3.123*** 0.195 16.022
R sqr
Adj . R sqr 
N
ᵈ 䋺 ***p <.001

䊘䉳䊁䉞䊑ᦼᓙ 䊈䉧䊁䉞䊑ᦼᓙ

0.198***

4569

0.394***

3353
0.197*** 0.393***



⠪߇߁߶ߩㆊߥᦼᓙ߇ߣߎࠆߔ↢⊑ࠍಽ1－3－3ޔߡߒߘޕߚߞ߆ ߩᦼᓙߥㆊޔࠄ߆ಽᨆ⚿ᨐߩ

ᦼᓙߚߠၮߦࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬߩᛩ⾗ኅޔࠄ߆ߣߎߩએޕߚࠇߐ㑐ਈ߽␜ໂࠆࠃߦାㆊ⥄ߪ↢⊑

߆ಽ߇ߣߎࠆࠇߐᒝ化߽ߡߞࠃߦାㆊ⥄ߪ↢⊑ߩᦼᓙߥㆊߩߘޔࠅߢߜ߇ࠅߥߦㆊߪ↢⊑ߩ

ߥߡߒᨆ⸂ࠍ㑐ଥߩਔᄌᢙޔߪߡߒ㑐ߦᓇ㗀㑐ଥ⋦ߩାㆊ⥄ߣࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬޔߒ߆ߒޕߚߞ

ᬌߡߟߦ㑐ଥߩਔᄌᢙޔᓟޕߥ߃⸒ߪߢ߹ߣߎࠆߔᒝ化ࠍࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬ߇ାㆊ⥄ޔߢߩ

 ޕࠆ߇ᔅⷐࠆ߃ടࠍ⸛

 

㧠.ㆮવ⊛ࡦ࡚ࠪࡘࡒࠪ࠻ࡦࠚࠫࠛ࠴࡞ࡑࠆࠃߦࡓ࠭ࠧ࡞ࠕ 

 

ଔߩᏒ႐ޔߒ▽᭴ࠍᎿᏒ႐ੱߦਥޔߪࡦ࡚ࠪࡘࡒࠪ࠻ࡦࠚࠫࠛ࠴࡞ࡑࠆߌ߅ߦࠬࡦ࠽ࠗࠔࡈ 

ᩰᒻᚑߩࡓ࠭࠾ࠞࡔ⸃ࠍਥ⌒߇ߩ߽ߚߒߣᄙޕട⮮㧔2003㧕ߪᏒ႐ෳടߦวℂ⊛ᛩ⾗ኅࠬࡠࡊޔ

ᎿᏒੱࠆߔ㑐ߦᩣᑼᏒ႐ࠆࠇߐ᭴ᚑࠄ߆࠻ࡦࠚࠫࠛߩⶄᢙߤߥᛩ⾗ኅࠆߔⴕേ߈ߠၮߦℂ論࠻ࠢࡍ

႐ࠍ᭴▽ߚ߹ޕߚߒ࠻ࡘࡒࠪࠍ↢⊑ߩ࡞ࡉࡃߒᴰᬀ↰㧔1996㧕ޔߪGA ࠺ᄖ࿖ὑᦧߡ↪ࠍ

⠨ኤࠍᗐᒻᚑㆊ⒟੍ߩࠖ࠺ޔࠅࠃߦߣߎࠆߔ▽᭴ࠍᎿᏒ႐ੱߡߒ㑐ߦଔᩰ੍ᗐᒻᚑߩࠖ

߇ਛ㧔1999㧕ᣇ✜ߡߟߦ↪⋦ࠆߌ߅ߦኻੱ⍮߽ߡ߅ߦಽ㊁ߩ会ᔃℂ学␠ޔߚ߹ޕߚߒ

⠨ኤޕࠆߡߒᧄ⎇ⓥޔߪ⊛⋠ߩᏒ႐ߩଔᩰᒻᚑࠍࡓ࠭࠾ࠞࡔ⠨ኤޔߊߥߪߢߩࠆߦߣߎࠆߔᛩ⾗

ኅ߁ߣࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬࠆߌ߅ߦᔃℂ学⊛᭴ᚑᔨ߇ਈࠆ߃㌏ᨩ߳ߩᦼᓙޔ⹏ଔߩ集࿅㑆ߩᝄ⥰ࠆ

 ޕߥࠊⴕߪ▽᭴ߩᎿᏒ႐ੱߦߚࠆߦߣߎࠆߔ⠨ኤࠍ

 

 ▽᭴ߩ࡞࠺ࡕࡦ࡚ࠪࡘࡒࠪ 4-1

 

 ታ⸽ಽᨆΤࠄ߆ᓧߚࠇࠄ㕖✢ᒻ㊀回Ꮻߪ࡞࠺ࡕᛩ⾗経㛎⠪ޔᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ߪ㌏ᨩ߳ߩᦼᓙᒻᚑߦ㑐

ᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ޔᛩ⾗経㛎⠪ޔߪᨐ⚿ߩታ⸽ಽᨆΣߜࠊߥߔޕߚߞ߆ಽ߇ߣߎࠆߢ࡞࠺ࡕߥലߡߒ

ޔߒ߆ߒޕࠆࠇࠄ߃⠨߇ߣߎࠆߡߒଔ⹏ࠍ㌏ᨩޔࠅࠃߦଔ㑐ᢙ⹏ߚߒㄭૃߦ࡞࠺ࡕ㕖✢ᒻ㊀回Ꮻߪ

ታ⸽ಽᨆߢᓧߚࠇࠄ㕖✢ᒻ㊀回Ꮻ߽ߢ߹ߊޔߪ࡞࠺ࡕታᩏᤨὐߩߢᓐߩࠄ⹏ଔߦଐߡߒᓧߚࠇࠄ

⚿ᨐޔߜࠊߥߔޕߥ߉ߔߦታ⸽ಽᨆΤࠆࠃߦ⹏ଔ㑐ᢙࠆࠃߦᗧᕁቯߩ⚿ᨐޔታ⸽ಽᨆΣࠜࡈࡄߩ

ߒଔ⹏ࠍ㌏ᨩߪࠄᓐ߈ߠၮߦᒰ⹏ଔ㑐ᢙޔࠅ߹ߟޕߥࠍၞߩផ᷹ߪ߆ุ߆ߚࠇࠄᓧ߇ࠬࡦࡑ

ߡߟߦ㌏ᨩޔ㑆ߩߘߪࠄᓐޔߪߦታ㓙ޔࠅߢ♽ᤨߪଔㆊ⒟⹏ߩߘޔ߇ߚࠇߐ੍᷹߇ߣߎࠆߡ

ࠇߐ੍߇ߣߎࠆߡߓ↢߇ᄌ化ߩᄙዋߦଔ⹏ߩ㌏ᨩ߳ޔࠇࠄ߃⠨߇ߣߎࠆߡߌฃࠍᖱႎߥޘ᭽ߩ

ⷰࠍߣߎࠆߡࠇߐήⷞ߇ᖱႎޔࠅࠃߦᦼᓙ⏕⸽ലᨐࠆࠃߦࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬߢㆊ⒟ߩߘޔߡߞࠃޕࠆ

ኤޕࠪߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ ޔߢߎߘޕࠆߥߣน⢻߇⸛ᬌߩὐߩߎޔࠅࠃߦ▽᭴ߩ࡞࠺ࡕࡦ࡚ࠪࡘࡒ

ߣࠍ↪⋦ߩᖱႎߩᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ౝޔᛩ⾗経㛎⠪ౝޔ߃⠨ߣ⇣ὼᄌ⓭ࠍᖱႎࠆߔᚻ߇ࠄࠇ߆

⠨ޔ߫ࠇ߃GA  ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆߢㆡᒰߪ▽᭴࡞࠺ࡕࡦ࡚ࠪࡘࡒࠪࠆࠃߦ

࠹ࠬࠆߌ߅ߦᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ߣᛩ⾗経㛎⠪ࠄ߆ᨐ⚿ߩታ⸽ಽᨆޔߪߢࡦ࡚ࠪࡘࡒᧄࠪޔߢߎߘ

ߟߦᦼᓙᒻᚑㆊ⒟ߥࡉࠖ࠹ࠟࡀࠆߌ߅ߦૐ⍮ડᬺߚߞߩᏅߥ⪺㗼ߦᦼᓙᒻᚑߊߠၮߦࡊࠗ࠲ࠝ

ޕࠪ߁ⴕࠍ⸛ᬌߩߡ ޔߦห᭽ߣ⸽ታߩࡘࡆࠬࡦࡑࠜࡈࡄޔߪߡߒ㓙ߦ▽᭴࡞࠺ࡕࡦ࡚ࠪࡘࡒ

ᛩ⾗経㛎⠪ߣᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ߦ┙⁛ࠍᛒޔࠅ߹ߟޕ߁Ꮢ႐ࠆߌ߅ߦขᒁߦ㓙ޔߡߒਔ⠪ߪᗧ឵ߤߥ

ࠜࡈࡄߩታ⸽ಽᨆΣߚ߆⥰ࠆᝄߩޔࠅࠃߦߣߎߊ⟎ࠍቯߚߒ߁ߎޕࠆߔቯߣߥࠊⴕࠍ

ࠄ߆ὐⷰߩታ⸽ಽᨆΤࠍᨐ⚿ࡦ࡚ࠪࡘࡒࠪޔߒ⏕ࠍᕈౣߩታ⸽⚿ᨐࠆߌ߅ߦࡘࡆࠬࡦࡑ

⠨ኤ߇ߣߎࠆߔน⢻ޕࠆߥߣ  

ᧄࠪࡦ࡚ࠪࡘࡒ⎇ⓥޔߪߢᛩ⾗経㛎⠪ޔᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ߡߟߦࠇߙࠇߘߩ GA ࡘࡒࠪࠅࠃߦ

8bitޔߪߡߟߦࠣࡦࠖ࠺ࠦߩᨴ⦡ޕߚߒ▽᭴ࠍ࡞࠺ࡕࡦ࡚ࠪ ㆡวᐲ㑐ޕߚ߃ਈߦࡓ࠳ࡦߢ

ᢙߪߡߟߦ 3-2-1 ࡕ㕖✢ᒻ㊀回Ꮻࠆߔ㑐ߦᦼᓙࡉࠖ࠹ࠟࡀߩᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ޔᛩ⾗経㛎⠪ߚࠇࠄᓧߢ



ߚ↪ߦࡦ࡚ࠪࡘࡒࠪޔߚ߹ޕߚߞⴕࠍ▚⸘ଔ⹏ߡ↪ࠍ࡞࠺ GA  ޕࠆߢએਅߪ࠲ࡔࡄ

 

ᨴ⦡ᢙ㧦ᛩ⾗経㛎⠪ 100 㧛ᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ 100  

ઍᢙ㧦120 ઍ ㆬᛯᶿ᳸ᣇᴺ㧦࠻࠶࡞ᣇᑼ ⓭ὼᄌ⇣₸㧦3% ₸㧦70% 

 

 ⠨ኤߩߘߣᨐ⚿ࡦ࡚ࠪࡘࡒࠪ 4-2

 

 ޕࠆߡߒ᧤ߪ⸂ߦන◲ߦߚߥ⚐න߇ㆡวᐲ㑐ᢙޕߔ␜ߦ࿑㧤ࠍᨐ⚿ߩࡦ࡚ࠪࡘࡒࠪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

࿑ 8 GA  ᨐ㧔Ꮐ㧦ᛩ⾗経㛎⠪㧛ฝ㧦ᛩ⾗ᧂ経㛎⠪㧕⚿ࡦ࡚ࠪࡘࡒࠪࠆࠃߦ

ታߊૐ߽ࠅࠃᐔဋㆡวᐲߩᛩ⾗ᧂ経㛎⠪߇ᐔဋㆡวᐲߩᛩ⾗経㛎⠪ޔߣࠆࠍᨐ⚿ࡦ࡚ࠪࡘࡒࠪ

⸽ಽᨆΣ 2－4－2 ߤߥࠣࡦࠖ࠺ࠦߩㆮવሶߪᓟޔߒ߆ߒޕߚ߈ߢ࠻ࡘࡒࠪ߇ᨐ⚿ࠆߌ߅ߦ

߽ታ㓙ߦ࠲࠺ߩහߚߒᒻߒ⋤ߒࠣࡦࠖ࠺ࠦߢᬌ⸛ࠆߔᔅⷐ߽ߩࡑࠠࠬޔߚ߹ޔࠅ⸃ᨆࠍㅢߒ

 ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆߥߣᔅⷐࠍ⸛⠨ኤ߽ᓟᬌᷓߡߟߦ進化ߩޔߡ

 

㧡.⚿論ߣᓟߩዷᦸ 

 ᩣᑼߩࠬࡦࡑࠜࡈࡄㆊᔕ⽎ߢ߹ࠇߎޔߪ PBR ߞࠃߦડᬺଔ୯⹏ଔᜰᮡߤߥଔ✚㗵ᤨ߿

ᔃℂ学⊛᭴ᚑ߁ߣࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬޔ߇ߚߞߢ⽎ߚ߈ߡࠇߐ⏕ߢࠝࠜࡈ࠻ࡐߚࠇߐ↪ណߡ

ᔨߡߞࠃߦ᭴▽߽ߡߞࠃߦࠝࠜࡈ࠻ࡐߚࠇߐห᭽ߩ⽎ⷰ߇ኤ߇ߣߎࠆࠇߐೋߡಽޕߚߞ߆

ᧄ⎇ⓥࠆࠃߦ⚿ᨐߢ߹ࠇߎޔߪⴕേࠬࡦ࠽ࠗࠔࡈ⎇ⓥⷰߢኤߚ߈ߡࠇߐઍᕈࡃࠬࠢࠖ࠹ࠬ－ࡘࡅ

⠨ᘦࠍੱᏅᛒࠍᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ޔߚ߹ޕࠆߢߩ߽ࠆߔᒝ化ࠍሽߩ⽎ㆊᔕߊߠၮߦࠬࠕࠗ

ߔሽߪᦼᓙ↢ᚑߥㆊߩᛩ⾗ኅߩఝ⦟㌏ᨩ߳ߚߡࠇࠄߓ論ߢⓥ⎇ࠬࡦ࠽ࠗࠔࡈⴕേޔߢߣߎࠆߔ

ޔߚ߹ޕߚߞ߆ಽ߇ߣߎࠆߢ⽎ࠆࠇߊᒝ߇߁߶ߩᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ޔߊߥߊᒝߤ߶ࠇߘޔߩߩ߽ࠆ

ࠆ߇ะߊᛴࠍߦㆊޔߡߒ㓙ߦᦼᓙᒻᚑߩߘ߇ᛩ⾗ኅޔߪߡߒ㑐ߦ㌏ᨩߥߡࠇࠄ⍮ߊࠃ

ലࠆࠇࠄߓᷫߪߦ႐วᒙ߇化ࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬޔߪᦼᓙߥㆊߥ߁ࠃߩߎޔߡߒߘޕߚߞ߆ಽ߇ߣߎ

ᨐ߇ߣߎࠆ߇␜ໂߩߎޕߚࠇߐὐߢ߹ࠇߎޔߪᛩ⾗ኅࠍߺߩਥߦ⎇ⓥኻ⽎ߚ߈ߡߒߣⴕേࠗࠔࡈ

 ޕࠆߢߩ߽ࠆߔነਈߦឭଏߩߡ┙ౕߥߚᣂߦ࠴ࡠࡊࠕⓥ⎇ߩⓥ⎇ࡦ࠽

ߔߦ߆ࠄࠍߣߎࠆߔᒝ化߇ାㆊ⥄ࠍᦼᓙᒻᚑߥㆊࠆࠃߦࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬߪߢᧄ⎇ⓥޔߒ߆ߒ

ᛩ⾗ᧂޔࠅࠃታ⸽ಽᨆΤޔߚ߹ޕߥ߃ࠍࠆߑࠍߣߎߚߞߢਇචಽ߇⸛ᬌޔߕࠄ⥋ߪߦߢ߹ࠆ

経㛎⠪ߦ㑐ߊࠃޔߡߒ⍮ߚࠇࠄડᬺࡉࠖ࠹ࠫࡐߪߢࡊࠗ࠲ࠝ࠹ࠬߩᦼᓙ߇↢⊑ߩᛩ⾗経㛎⠪ߦᲧߒ

ࡎ߿ࠬࠢࠖ࠹ࠬࡘࡅ↪น⢻ᕈޔߪߣߎߩߎޕߚߞ߆ߥࠇߐᡰᜬߦ⊛㕙ోߪ⺑㧭1㧕ޔߊ㜞ߡ

ࡦ࡚ࠪࡘࡒࠪޔߚ߹ޕߚࠇࠄ߃ਈ߇ᬌ⸛⺖㗴ߩᓟޔࠅߢߩ߽ࠆߔໂ␜ࠍน⢻ᕈߩࠬࠕࠗࡃࡓ



⎇ⓥޔ߽ߡ߅ߦ回ߪᛩ⾗経㛎⠪ߣᛩ⾗ᧂ経㛎⠪ߦ┙⁛ࠍᛒ߇ߚߞਔ⠪߇⋧↪ߚߒ႐วߩᝄࠆ
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ⷐᣦ�

ⵍἴߦࡓ࠳ࡦߡ߅ߦᢔᏓߚࠇߐ ICߩࠣ࠲⟎ᖱႎࠍᬌࠍࡓ࠭ࠧ࡞ࠕࠆߔ⠨᩺

ࠪߚ↪ࠍࡓࠣࡠࡊߩߘޕࠆߔታⵝߡߒߣࡓࠣࡠࡊߊߠၮߦ࠻ࡦࠚࠫࠛ࠴࡞ࡑޔߒ

ޕࠆߔ⠨ኤߡߟߦ↪⾌ߩߘߣലᨐߩⵍἴ⠪⊒ࠆߌ߅ߦⵍἴࠄ߆ᨐ⚿ߩࡦ࡚ࠪࡘࡒ

ᧄⓂޔߪߢ大ᨋࠄ㧔2006㧕߇⎇ⓥဳࡉࠖ࠹ࠢࠕߣ࠼ࡁࠨࡦࠆߡ↪ߢ IC ࠆࠃߦࠣ࠲

ㅢାߺ⚵ߦࡦ࡚ࠪࡘࡒࠪߡߒߣ࡞࠺ࡕࠍㄟࠄࠇߎޕࠆߢࠎ IC ⊑ⵍἴ⠪ߚ↪ࠍࠣ࠲

ߩലᕈߩᬌ⸽ߡ߅ߦታ㓙ߩታ㛎ޔߪߢᄙᤨߩߊ㑆ࠍ↪⾌ߣⷐޕࠆߔ৻ᣇࡘࡇࡦࠦޔ

ߜࠊߥߔޔᐲⷺߥޘ᭽ߪߢࡦ࡚ࠪࡘࡒࠪ࠲ IC ࡦࠗࡐࠬࠢࠕ߿ᦨㆡ㊂ߩᢔᏓߩࠣ࠲

ࠍⵍἴޔߪᨐ⚿ߚࠇࠄᓧߢᧄⓂޕࠆߥߣᚻᲑߥലߡᭂࠆߔ⠨ኤࠍߤߥ⟎ᦨㆡ㈩ߩ࠻

ㆡ↪น⢻߽ߦߤߥኤⷰߩ♽ᘒ↢ޔ⊑ߩㆣ㔍⠪ޔߪᨐ⚿ߩߎޔ߇ࠆߢߩ߽ߚߒߣ࡞࠺ࡕ

 ޕࠆߢ

 

Keywords: IC ᦨㆡޔലᨐߣ↪⾌ޔ㒐ἴޔࡦ࡚ࠪࡘࡒࠪ࠻ࡦࠚࠫࠛ࠴࡞ࡑޔࠣ࠲

㈩⟎ 

 

�㧚ᐨ論�

  

ᧄⓂߡ↪ࠍࡦ࡚ࠪࡘࡒࠪ࠻ࡦࠚࠫࠛ࠴࡞ࡑޔߪߢⵍἴࡓ࠳ࡦߡ߅ߦ

ߚࠇߐᢔᏓߦ IC ࠍࡓ࠭ࠧ࡞ࠕߩߘޕࠆߔឭ᩺ࠍࡓ࠭ࠧ࡞ࠕࠆߔᬌࠍ⟎ᖱႎߩࠣ࠲

ታⵝࠍࡦ࡚ࠪࡘࡒࠪߒታⵝࠍࡦ࡚ࠪࡘࡒࠪߒⴕࠅࠃߦߣߎ߁ⵍἴࠆߌ߅ߦⵍἴ

⠪⊒ߩലᨐߡߟߦ↪⾌ߩߘߣ⠨ኤޕߚߒ 

ޔ✚ോ⋭ߩࠢࡢ࠻࠶ࡀࠨࡦࠬ࠲ࠠࡆ࡙ޔߪߢ⎇ⓥ㐿⊒߇ⴕߩߘޕࠆߡࠇࠊ⎇

ⓥࠍࠨࡦޔߪߢᜬߟ IC ߦㄦㅦࠅࠃޔߢߣߎࠆߔ▽᭴ࠍࠢࡢ࠻࠶ࡀߦ⊛ᓞ⥄߇ห჻ࠣ࠲

ᖱႎࠍ集߇ߣߎࠆߔน⢻ޔߪߢ↹⸘ߩߎޕࠆߥߣ大ⷙᮨߥἴኂᤨࠍࠨࡦߩߎߦⓨ߆
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㔚ࠆߡߒ᥉ޕࠆߡߒߣ⊛⋠ࠍߣߎࠆߔ⏕ࠍᴫ⁁ߩⵍἴߢߣߎࠆߔᢔᏓࠄ

ࠆߔ✢ᢿߡߒ↢⊑߇大ⷙᮨἴኂޔߚࠆߢ✢߇ߤࠎߣ߶ޔߪߤߥ✂ࡃࠗࠔࡈశ߿✂

ޔᴫ⏕߽⁁ߩⵍἴࠆࠃߦ✢ήߤߥ៤Ꮺ㔚ޔߚ߹ޕࠆߢ࿎㔍ߪᴫ⏕⁁ߩⵍἴޔߣ

ၮዪߩ㔚߿↪⠪ߩ⩨大ࠬࠢࠕߥ集ਛࠆࠃߦ࿎㔍߽ኈᤃߦᗐ࠶ࡀࠨࡦޕࠆ߈ߢ

ޔ߽ࠄ߇ߥߒߣᔅⷐࠍㄦㅦᕈߩᖱႎ集ߩቯ․ޔߡ߅ߦ႐ᚲߩቯ․ޔߪᓎഀߩࠢࡢ࠻

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

හᤨߥ⊛ੱߦኻᔕ߇࿎㔍ߥ⁁ᴫߢ⊒ើߣߩ߽ࠆࠇߐ⠨ޕࠆ߃ 

᧲京都┙↥ᬺᛛⴚ⎇ⓥဳࡉࠖ࠹ࠢࠕޔߪߢ࠲ࡦ IC ࠢࡢ࠻࠶ࡀࠨࡦߚ↪ࠍࠣ࠲

ဳࡉࠖ࠹ࠢࠕޕࠆߡࠇࠄ進߇⊑㐿ߩ IC ဳࡉࠪ࠶ࡄޔߪࠣ࠲ IC 㜞ଔߣࠆߔᲧセߣࠣ࠲

 ޕࠆ߇ᕈ․߁ߣ㐳߇ା〒㔌⊑ߩᲧセ⊛㔚ᵄޔ߇ࠆߢ

ᚒဳࡉࠖ࠹ࠢࠕߩߎޔߪޘ IC ߩⶄᢙޔߒ⋠⌕ߦ᭴ᚑࠢࡢ࠻࠶ࡀߩࠣ࠲ IC ା⊑߇ࠣ࠲

࿑��� 㧵㧯ࠣ࠲の⋧↪とᖱႎのવࠅࠊ方のࠗࡔーࠫ࿑�

Ｃ

ＢＡ

IC ߣ㧭ࠣ࠲ IC  ߩߣ㧮ࠣ࠲

ㅢାᔕ╵ᤨ㑆ߩࠄ߆〒㔌ផ᷹ 

IC ࠣ࠲ B ߣ IC ࠣ࠲ C  ߩߣ

ㅢାᔕ╵ᤨ㑆ߩࠄ߆〒㔌ផ᷹ 

IC ࠣ࠲ A ߣ IC ࠣ࠲ C  ߩߣ

ㅢାᔕ╵ᤨ㑆ߩࠄ߆〒㔌ផ᷹ 

࿑��� +% のࠣ࠲ � ὐの㈩⟎ࠄ߆⟎ࠍ․定�
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㧔࿑ߒ↪ࠍ㆐ᤨ㑆ߩ㔚ᵄࠆߔ 1㧕ޔIC 㔚ᩇޔ᳞ࠍኻ⊛⟎㑐ଥ⋦߮ࠃ߅㔌〒ߩ㑆ࠣ࠲

ߚࠇߐ⟎⸳ߓ߆ࠄߦߤߥ IC 㧔࿕ቯࠣ࠲ IC 㧕ߥ⊛㧔⛘ኻߩⵍἴ⠪ࠄ߆⟎ᖱႎߩ㧕ࠣ࠲

⟎ࠍ․ቯࠍࡓ࠭ࠧ࡞ࠕࠆߔឭ␜ޕࠆߔ⟎ߩၮḰࠆߥߣ࿕ቯ IC ߔ⟎⸳߆ߟߊࠍࠣ࠲

ߚࠇߐᢔᏓߢߌߛᖱႎߩᣇะࠆߩⵍἴ⠪ߣ㔌〒ޔ߫ࠇ IC ᢔᏓ)ࠣ࠲ IC ቯ․ࠍ⟎ߩ(ࠣ࠲

3ޔߪߦታ㓙ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ ߩߟ IC ߩછᗧߩࠣ࠲ 2 ὐ㑆ߩㅢାᔕ╵ᤨ㑆ޔࠄ߆〒㔌ࠍ

ផ᷹ޔߢߩࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔIC ࠆ߆ࠊ߇⟎㑐ଥߥ⊛ኻ⋦ޔࠇߐᒻᚑ߇ਃⷺᒻࠆࠃߦࠣ࠲

㧔࿑ 2㧕ߣࠇߎޕห᭽ߩઁࠍߣߎߩછᗧߩ 3 ὐ߽ߢਃⷺᒻ߇ᒻᚑޔߢߩࠆ߈ߢਃⷺᒻߩㅪ㎮

ߥ⊛ోࠅࠃߦ IC ࿕ቯޕࠆ߈ߢቯ․߇⟎ߩ⋦ࠣ࠲ IC ࠬࠄ߆⟎ᖱႎߥ⊛ኻ⛘ߩࠣ࠲

ߩቯ․ᦨ߽ㄭߦⵍἴ⠪ޔߪߦ⊛⚳ᦨޔߢߣߎࠆߔ࠻࠲ IC ⊛⋠㧔ࠣ࠲ IC 㧕߁ߣࠣ࠲

ฦޕࠆߢߩࠆߥߣน⢻߇ߣߎࠆߔᛠីࠍ⟎ߩ IC ߡోߪᖱႎߩࠄ߆ࠣ࠲ 1 ࡘࡇࡦࠦߩߟ

ㅢା߽ࠆߥߣᔅⷐߦࠇߘޔ߇ࠆࠇߐ⚂集ߦ࠲ IC ޔߚࠆࠇࠊߥ߆߹ࠅࠃߦㅢାߩ㑆ࠣ࠲

೨ߦᄙࠍ↪⾌⟎⸳ߩߊᔅⷐޕߥߒߣ 

ߦ႐ᚲߩቯ․ࠆ IC ߦߚࠆߔ集ࠍᖱႎߥ⚦ࠅࠃޔ႐วߚߒᢔᏓߦࡓ࠳ࡦࠍࠣ࠲

ߩᴛጊߌߛࠆ߈ߢޔߪ IC ICޔߢᣇ৻ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣ⦟߇߁߶ߚߒᢔᏓࠍࠣ࠲ ᢙߩࠣ࠲

ߣ▚⸘ߩߊᄙࠅࠃߦ౬㐳ᕈߩߘߣᄙ߇ IC ߚࠇߐᢔᏓޕࠆߔߣᔅⷐࠍ↪⾌ߩࠣ࠲ IC ࠣ࠲

೨ࠍ㑐ଥߩࡈࠝ࠼࠻ࠆߔሽߦჇടߩ㊂▚⸘߁ߦࠇߘߣߐ⏕ᱜߩᖱႎࠆࠃߦჇടߩ

ㅀࠍࡓ࠭ࠧ࡞ࠕߩၮࡕࡦ࡚ࠪࡘࡒࠪ࠻ࡦࠚࠫࠛ࠴࡞ࡑߚߒ࠻ࡦࡔࡊࡦࠗߦ

ࠆࠇߐᢔᏓޔߒ⸽ᬌࠅࠃߦ࡞࠺ IC ߘޔߦ߽ߣߣࠆߔ⸛ᬌߡߟߦㆡᱜ㊂㧔ᦨㆡ㊂㧕ߩࠣ࠲

 ޕࠆߔ⠨ኤ߽ߡߟߦኻലᨐ↪⾌ߩ

 

�㧚+% �のᗧ義ࡦー࡚ࠪࡘの⟎ᖱႎᬌによる人命ᢇഥのࠪミࠣ࠲

 

ᔃో࡞࠲ࠫ࠺ߩߚߩ㒐ἴⴕή✢ߩ㜞ᐲ化ߦ㑐ࠆߔ⺞ᩏᬌ⸛会㧔2006㧕ޔߪߢ大

ⷙᮨ⥄ὼἴኂᤨߦᖱႎㅢାࠗ߇ࡈࡦⵍἴߢߣߎࠆߔἴኂᖱႎߩવ㆐߿ุ⏕ޔᢇޔ

ㆱ㔍⺃ዉߦߤߥᄙ大ߥᓇ㗀ࠍਈߣࠆ߃ᜰ៰ߦ․ޕࠆߡߒἴኂᤨߪߡ߅ߦⵍἴ⋥ᓟߩ㔚

߿៤Ꮺ㔚ߩ回✢ޔߪ回✢⥄ߩኸᢿ╬ߩ‛ℂ⊛ߥⵍኂޔߦ߆߶ߩⵍἴၞ㑆ߩุ⏕

╬ࠬࠢࠕޔߡߞࠃߦ㊂߇⍍ᤨߦჇ大ޔ߫߃ߣߚޕࠆߔਛ㔡ޔߪߢ㔡ἴ⊒↢ࠄ߆⚂ 5

ᤨ㑆ߩ㑆ߦ NTT ⚂ߩㅢᏱᤨ߇࿕ቯ㔚ߩ 50 ޔߚ߹ޔNTT ߩㅢᏱᤨߪ៤Ꮺ㔚ߩࡕࠦ࠼

⚂ 45 ߩ↪㊂ߦࠄߐޕߚߞߥߣฦᬺ⠪ޔ߇ἴኂᖱႎߩ㊀ⷐߥㅪ⛊ࠍขࠅวߦߚ߁ユ

マߦኻߡߒⷙࠍⴕޔߚߚߞᄙߩߊ↪⠪ߡߞߣߦਇㅢޔߚ߹ޕߚߓ↢߇ጊ㑆ၞޔߪߢ

⋚ߩ፣⪭߿〝ߩኸᢿޔㅢାવㅍ〝ߩ㓚ኂ╬61ޔߡߞࠃߦ ▎ᚲߩ集⪭߇ቅ┙ߩߎޕߚߒ

ߦᘒߥ߁ࠃߩߎޕࠆߔ↢⊑߇ᘒ߁ᄬࠍㅢାᚻᲑࠆߡߒ↪᥉Ბߪߦἴኂᤨޔߦ߁ࠃ

ኻᔕࠆߔὑޔߦౝ㑑ᐭޟޔߪߢ㒐ἴᖱႎࠪࠬࡓ࠹ᢛߩၮᧄᣇ㊎ࠍޠᚑޔߒㄦㅦߟ߆⊛⏕

 ޕࠆߡߒᜰ⋠ࠍ┙⏕ߩࠆ߈ߢ߇ឭଏવ㆐集ߩᖱႎߦ

B. Warneke, et al.(2001)ޔߣࠆࠃߦㅍฃାᯏࠍࠨࡦߣޔߡߞࠃߦߣߎࠆ߃᭽ߥޘᵴ

ဳࡉࠖ࠹ࠢࠕޔߢὐߩߎޕࠆ᧪߇ߣߎࠆߡ┙ᓎߦ集ࠍᖱႎޔࠅߢน⢻߇↪ IC ࠍࠣ࠲
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ੱᢇഥߪࠆޔุ⏕ߩᚻᲑޔߡߒߣᢔᏓࠆߔᣇᴺߪലߣࠆߢ⠨ޕࠆ߃大ᨋ

ጊḴญ㧔2006㧕ဳࡉࠖ࠹ࠢࠕޔߪ IC ߡ進ࠍ⊑㐿ߩࠢࡢ࠻࠶ࡀࠨࡦߚ↪ࠍࠣ࠲

ࡓ࠹ࠬࠪߚߒ߁ߎޕࠆߡࠇߐᱷߡߒߣ㗴⺖ޔߪߡߟߦᬌᣇᴺߩ⟎ޔߒ߆ߒޕࠆ

ߩᣇᴺߩᢇഥੱߥߚᣂޔߢߣߎ߁ⴕࠍࡦ࡚ࠪࡘࡒࠪࠆࠃߦ⟎ᖱႎᬌߡߒ↪ᵴࠍ

 ޕࠆ߃⠨ߣࠆ߈ߢ₂⽸ߦ┙⏕

IC ߦਥޔߪ⽎ኻߩ⠨ኤߩߘޔ߇ࠆ߇(2005)ࠄṚỈߡߒߣⓥ⎇ߩߡߟߦ㒐ἴߣࠣ࠲ IC

㔚߿↪ᴺࠆߔ↪ᵴߦᢇഥᵴേߩࠄ߆ᄖㇱࠆߌ߅ߦἴኂᤨޔࠄ߇ߥߜᜬࠍᯏࠅข⺒ߩࠣ࠲

ᩇߦ IC ߥࠇߜ┙߇ੱޔߪޘᚒޕࠆߢ↪ᴺࠆߔઃടࠍᖱႎߩㆱ㔍႐ᚲߡߌߟࠍࠣ࠲

ߩઃࠨࡦߦࠈߎߣ IC  ޕࠆߢߩ߽߁ⴕࠍᢇഥੱޔߡߒᢔᏓࠍࠣ࠲

ဳࡉࠖ࠹ࠢࠕ IC ࠖ࠹ࠢࠕޔߪߢ㧔2006㧕᧲大↰⼱ޔߡߒߣലᨐࠆߔ↪ࠍࠣ࠲

ߩဳࡉ IC ࠪࡘࡒࠪ࠻ࡦࠚࠫࠛ࠴࡞ࡑߩㆱ㔍⺃ዉࠆߌ߅ߦዊ学ᩞߚߒ↪ࠍࠣ࠲

ဳࡉࠖ࠹ࠢࠕޔߪᨐ⚿ߩߘޕߚࠇߐߥ߇ࡦ࡚ IC ᖱႎߩἫἴߦ┬ఽࠆߔㆱ㔍ߡߒ↪ࠍࠣ࠲

ታ㓙ޔߚ߹ޕߚࠇߐໂ␜߇ะߩㆱ㔍ᤨ㑆ߣ₸回ㆱߩἫἴቶޔ႐วߚ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃ਈࠍ

ߩဳࡉࠖ࠹ࠢࠕߦ IC ߅ߡࠇߐዉߢ⊛⋠‽㒐ޔߡ߅ߦਛ学ᩞޔዊ学ᩞߩ߆ߟߊߪࠣ࠲

ဳࡉࠖ࠹ࠢࠕޔ߽ࠄ߆ὐߩߎޕࠆߡ߈ߡߞ߇ᐢ߇ᵴ↪▸࿐ߩߘߦޘᓢޔࠅ IC ⽎ኻࠍࠣ࠲

 ޕࠆ߇⟵ᗧߪߦߣߎࠆߔታⴕࠍࡦ࡚ࠪࡘࡒࠪߩᢇഥੱࠆࠃߦ⟎ᖱႎᬌߡߒߦ

  

�㧚ࠪミࡘー࡚ࠪ࡞࠺ࡕࡦ�

 

ᧄⓂޔߪߢ大ᨋ߇ࠄ⎇ⓥဳࡉࠖ࠹ࠢࠕߣ࠼ࡁࠨࡦࠆߡ↪ߢ IC ࠍㅢାࠆࠃߦࠣ࠲

CrossBowޔߪࠄ大ᨋޕࠆߢߩ߽ߚߒ↪ᔕߡߒߣ࡞࠺ࡕ ࠶ࡀࠨࡦߚࠇߐ⊑㐿ߡߞࠃߦ␠

ߩࠬࠗࡃ࠺ࠢࡢ࠻ MOTE ߪࠬࠗࡃ࠺ߩߎޕࠆߡߌઃࠅขࠍࠨࡦߥޘ᭽ߡߒᒛࠍ

ATMEL ␠ߩ 8bit ߩ CPU ߣ 4kByte 315MHzޔߒタࠍࡕࡔߩ Ꮺߩߢή✢ㅢାࠍⴕ߁

ߡߠၮߦ࠲࠺ࠆߡࠇߐޔߪㅢା▸࿐ߩߢࡦ࡚ࠪࡘࡒࠪߩᧄⓂޕࠆߢߩ߽

30m 1ޔߚ߹ޕࠆߢࠎㄟߺ⚵ߡߒᗐቯࠍ ࠍ࡞ 7.5m ࿑ߪ㔌〒ߩ㑆࡞ޔࠅ߅ߡߒߣ 3 ߩ

ฦ࡞ౝߩᢙሼߢޕࠆࠇߐ 
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30.000

27.042 23.717 22.500 23.717 27.042

27.042 21.213 16.771 15.000 16.771 21.213 27.042

23.717 16.771 10.607 7.500 10.607 16.771 23.717

30.000 22.500 15.000 7.500 7.500 15.000 22.500 30.000

23.717 16.771 10.607 7.500 10.607 16.771 23.717

27.042 21.213 16.771 15.000 16.771 21.213 27.042

27.042 23.717 22.500 23.717 27.042

30.000

 
࿑��� ࠛーࠫ࠻ࡦࠚのㅢା▸࿐�

 

 

࿑��� ࠪミࡘー࡚ࠪࡦのో࿑�

 

 

⊛⋠1㧕ޔߡߒߣ࠻ࡦࠚࠫࠛ IC 2㧕ᢔᏓޔ࠻ࡦࠚࠫࠛࠣ࠲ IC 3㧕ޔ࠻ࡦࠚࠫࠛࠣ࠲

࿕ቯ IC ߩ࠻ࡦࠚࠫࠛࠣ࠲ 3 ⒳㘃ޕࠪࠆߡߌ⸳ࠍ࠻ࡦࠚࠫࠛߩ ޔ㐿ᆎᓟࡦ࡚ࠪࡘࡒ

࿕ቯ IC 㧔࿑ࠆࠇߐ⟎㈩ߦࡓ࠳ࡦޔߪએᄖ࠻ࡦࠚࠫࠛࠣ࠲ 4㧕ޔߢߎߎޕ࿑ 4 ࠛࠆߌ߅ߦ
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⊛⋠ޔߪߌಽ⦡ߩ࠻ࡦࠚࠫ IC ᢔᏓޔߦਛᔃࠍ࠻ࡦࠚࠫࠛࠣ࠲ IC ߩ࠻ࡦࠚࠫࠛࠣ࠲

વߩฃߒᷰߌ⁁ᴫߩ⿒ޔߚ߹ޕࠆߢߩ߽ߚߒ␜ࠍᢔᏓ IC ਃⷺᒻޔߪ࠻ࡦࠚࠫࠛࠣ࠲

⊛⋠ࠄ߇ߥߒᒻᚑࠍ IC ᢔᏓߩ㕍ޕࠆߢ⦡ࠆߢࠎ進߳࠻ࡦࠚࠫࠛࠣ࠲ IC ࠫࠛࠣ࠲

⊛⋠ޔߪ࠻ࡦࠚ IC ࿕ቯࠄ߆࠻ࡦࠚࠫࠛࠣ࠲ IC ߢ⦡ࠆߡߞ߆ะ߳࠻ࡦࠚࠫࠛࠣ࠲

 ޕߔ␜ߦᰴࠍᓎഀߩ࠻ࡦࠚࠫฦࠛࠆ↪ߢࡦ࡚ࠪࡘࡒࠪޕࠆ

 

���㧚ࡓ࠳ࡦに㈩⟎ߚࠇߐ⋥ᓟのࠛーࠫ࠻ࡦࠚの࡞ー࡞�

1) ⋡⊛ IC  ࠻ࡦࠚࠫࠛࠣ࠲

㧔1㧕ㅢା▸࿐ౝߦᢔᏓ IC ࿕ቯߪߚ߹ޔ࠻ࡦࠚࠫࠛࠣ࠲ IC ࠆ߇࠻ࡦࠚࠫࠛࠣ࠲

႐วޔ⥄ಽߩዻᕈᄌᢙޟࠆߢᖱႎ1+ߦޠ ߘߦޠᖱႎޟߩዻᕈᄌᢙߩᚻ⋦ߡߒࠍ

 ޕࠆ߃ਈࠍᢙ୯ߩ

 

2) ᢔᏓ IC  ࠻ࡦࠚࠫࠛࠣ࠲

㧔1㧕⥄ಽߩዻᕈᄌᢙޟߩᖱႎߦޠᢙ୯ࠍขᓧߚߒ႐วޔㅢା▸࿐ౝߦሽࠆߔᢔᏓ IC

࿕ቯߪߚ߹ޔ࠻ࡦࠚࠫࠛࠣ࠲ IC ዻᕈᄌᢙߩಽ⥄ޔߡߒኻߦ࠻ࡦࠚࠫࠛࠣ࠲

1+ߦޠᖱႎޟࠆߢ  ޕࠆ߃ਈࠍᢙ୯ߩߘߦޠᖱႎޟߩዻᕈᄌᢙߩᚻ⋦ߡߒࠍ

 

3) ࿕ቯ IC  ࠻ࡦࠚࠫࠛࠣ࠲

㧔1㧕⥄ಽޟߩᖱႎߦޠᢙ୯ࠍขᓧߚߒ႐วޔㅢା▸࿐ౝߦሽࠆߔ࿕ቯ IC ࠫࠛࠣ࠲

1+ߦޠᖱႎޟࠆߢዻᕈᄌᢙߩಽ⥄ޔߡߒኻߦ࠻ࡦࠚ ߘߦޠᖱႎޟߩᚻ⋦ߡߒࠍ

 ޕࠆ߃ਈࠍᢙ୯ߩ

 

���㧚࿕定ࠛࠣ࠲ーࠫ࠻ࡦࠚのዻᕈᄌᢙޟᖱႎޠにᢙ୯ઍ入ᓟのࠛーࠫ࠻ࡦࠚの࡞ー࡞�

࿕ቯ IC ᢔᏓߣ࠻ࡦࠚࠫࠛࠣ࠲ IC ఝవ㗅ޟߩዻᕈᄌᢙޔߪ࡞࡞ߩ࠻ࡦࠚࠫࠛࠣ࠲

1ޠ 㧔࿑ࠆߢߓหߪߦ⊛ၮᧄޔ߇ࠆߥ⇣߇ 5㧕ޕ 

 

1㧕࿕ቯ IC  1ޠఝవ㗅ޟߩ࠻ࡦࠚࠫࠛࠣ࠲

㧔1㧕߽߁৻ᣇߩ࿕ቯ IC 2ޠఝవ㗅ޟߦ࠻ࡦࠚࠫࠛࠣ࠲  ޕࠆ߃ਈࠍ

㧔2㧕ᖱႎࠍਈޟߣࠆࠊ⚳߃ఝవ㗅3ޠ  ޕࠆߥߦ

 

2㧕ᢔᏓ IC  1ޠఝవ㗅ޟߩ࠻ࡦࠚࠫࠛࠣ࠲

㧔1㧕ޟఝవ㗅1ޠ 4ޠఝవ㗅ޟߣ 㑆ߩ〒㔌ࠍᛠីޕࠆߔ 

㧔2㧕ޟఝవ㗅4ޠ 5ޠఝవ㗅ޟߣ ఝవ㗅ޟࠍᣇߐዊ߇ᄌᢙߩޠᖱႎޟޔߒᲧセࠍ

2ޠ ఝవޟࠍᣇࠆߔሽߦ㔌〒ߩߊㄭޔ႐วߓห߇ᄌᢙߩޠᖱႎޟޕㆬ߱ߡߒߣ

㗅2ޠ 6ޠఝవ㗅ޟޔߪߚߞ߆ߥࠇߐㆬᛯޔ㓙ߩߘޕࠆߔߣ  ޕࠆߥߣ

㧔3㧕ᖱႎࠍਈޟߣࠆࠊ⚳߃ఝవ㗅3ޠ  ޕࠆߥߦ
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3㧕ㅢޟ࡞࡞ఝవ㗅2ޠ 

㧔1㧕ޟఝవ㗅1ޠ 1ޠఝవ㗅ޟߣᖱႎߩ࠻ࡦࠚࠫࠛࠆߦㅢା▸࿐ౝߡߒኻߦ

2ޠఝవ㗅ޟߣ 㑆ߩ〒㔌ᖱႎࠍਈޕࠆ߃ 

㧔2㧕ᖱႎࠍਈޟߣࠆࠊ⚳߃ఝవ㗅4ޠ  ޕࠆߥߦ

 

4㧕ㅢޟ࡞࡞ఝవ㗅3ޠ 

㧔1㧕ޟఝవ㗅2ޠ ࠛࠆߦㅢା▸࿐ౝߩಽ⥄ߣ࠻ࡦࠚࠫࠛࠆߦㅢା▸࿐ౝߩ

ࠍ࠻ࡦࠚࠫࠛߐዊࠅࠃ߇ᄌᢙߩޠᖱႎޟޔࠄ߆ㇱಽࠆࠊߩ࠻ࡦࠚࠫ 1 ㆬߟ

ߦࡓ࠳ࡦޔ႐วߓห߇ᄌᢙߩޠᖱႎޟޕ߱ 1  ޕߔㆬ߮ࠍߟ

㧔2㧕ㆬ߮ޟߦ࠻ࡦࠚࠫࠛߚࠇߐఝవ㗅1ޠ 1ޠఝవ㗅ޟ߃ਈࠍ ޠఝవ㗅ޟߣ

3 㑆ߩ〒㔌ᖱႎ߽ਈޕࠆ߃ 

㧔3㧕ᖱႎࠍਈޟߣࠆࠊ⚳߃ఝవ㗅5ޠ  ޕࠆߥߦ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਣߩਛߩᢙሼޟߪఝవ㗅ߩޠ⇟ภ 

 

 

 

１ 

３ ４

 

１ ２ 

１ 

５ ４ 

１ 

５ ４

࿑��� ࿕定 +% とᢔᏓ࠻ࡦࠚーࠫࠛࠣ࠲ +% �࡞ー࡞のᖱႎવの࠻ࡦࠚーࠫࠛࠣ࠲

㧔ޟఝవ㗅1ޠ  ޔߪ

ᢔᏓ IC 㧕࡞࡞ߩ࠻ࡦࠚࠫࠛࠣ࠲

㧔ޟఝవ㗅1ޠ  ޔߪ

࿕ቯ IC 㧕࡞࡞ߩ࠻ࡦࠚࠫࠛࠣ࠲
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���㧚⋡的 +% �࡞ー࡞࠻ࡦࠚᓟのࠛーࠫߚ㆐し߇ᖱႎޔߢ߹࠻ࡦࠚーࠫࠛࠣ࠲

⋡⊛ IC ࿕ቯޔࠄ߇ߥࠅㄡߦㅒࠍ⇟㗅ߚ߈ߡߒ⛯ធࠄ߆࠻ࡦࠚࠫࠛࠣ࠲ IC ᚯߢ߹ࠣ࠲

 ޕࠆߔੌ⚳ߪࡦ࡚ࠪࡘࡒࠪߢὐᤨߩߘޕࠆ

  

�㧚ࠪミࡘー࡚ࠪࡦのታ行�

 

ἴኂ⊒↢ᤨੱߦᢇ済ࠨࡦߡߒߣ⊛⋠ࠍઃဳࡉࠖ࠺ࠢࠕߩ߈ ICࠍࠣ࠲ⓨࠄ߆ᢔᏓߒ

ࠍࡦ࡚ࠪࡘࡒࠪߦὑࠆߔ⠨ኤࠍ߆ߩࠆߢᦨㆡ߇ᢔᏓ㊂ߩࠣ࠲ߩ⒟ᐲߩߤޔߦ႐วߚ

ታⴕޔߪߢࡦ࡚ࠪࡘࡒࠪޕߚߒY ゲᣇะߦ 70 Xޔ࡞ ゲᣇะߦ 70 ࿕ޔߒቯ⸳ࠍ࡞

ቯ IC ࠍࠣ࠲ 2 ⊛⋠ޔ࠻ࡦࠚࠫࠛ IC ࠍࠣ࠲ 1 ᢔᏓޔߡߒߘޕߚ↪࠻ࡦࠚࠫࠛ IC ࠲

ࠍࠣ 1700 2000ޔ࠻ࡦࠚࠫࠛ 2300ޔ࠻ࡦࠚࠫࠛ ߣ࠻ࡦࠚࠫࠛ 10 回ࠇߙࠇߘߟߕᢔ

Ꮣߩ࠲࠺ޔߒ集⸘ࠍⴕޕߚߞಽᨆߪ࠲࠺ࠆ↪ߦએਅߩ 4  ޕࠆߢߟ

 

㧔1㧕ᢔᏓ IC ⊛⋠ߣᢙࠣ࠲ IC  ₸㆐ߩᖱႎߩ߳ࠣ࠲

㧔2㧕࿕ቯ IC ⊛⋠ࠄ߆ࠣ࠲ IC  ᢙࡊ࠶࠹ࠬߩὐᤨߚߒ㆐߇ᖱႎ߳ࠣ࠲

㧔3㧕⋡⊛ IC ࿕ቯࠄ߆ࠣ࠲ IC  ᢙࡊ࠶࠹ࠬߩὐᤨߚߒ㆐߇ᖱႎ߳ࠣ࠲

㧔4㧕ᖱႎવ㆐ߦ↪ߚߒ IC  ᢙ㧕ࡊ࠶ࡎᢙ㧔ߩࠣ࠲

 

ᢔᏓޔߪ㧔1㧕࠲࠺ IC ⊛⋠ޔࠆࠃߦ㊂ߩࠣ࠲ IC ࠺ޕߔ␜ࠍ₸㆐ᚑߩᖱႎવ㆐ߩ߳ࠣ࠲

࿕ቯޔߪ㧔3㧕ޔ㧔2㧕࠲ IC ⊛⋠ࠄ߆ࠣ࠲ IC ᔅⷐࠍ㑆ᤨߩ⒟ᐲߩߤߦᖱႎવ㆐ߩߢ߹ࠣ࠲

࿕ቯߪ㧔4㧕ޕߔ␜ࠍ߆ࠆߔߣ IC ⊛⋠ࠄ߆ࠣ࠲ IC ߚߒ↪ߦߢ߹ߊ⌕ࠅㄡߦࠣ࠲ IC ߩࠣ࠲

ᢙޔߚ߹ޕߔ␜ࠍ↪ߚߒ IC ᢔᏓޔߢߩࠆ߹ᢙ߽ࡊ࠶ࡎߡߞࠃߦᢙߩࠣ࠲ IC ࠣ࠲

 ޕߔ␜㑐ଥ߽ߩ㊂▚⸘ߣ㊂ߩ

 

�㧚結ᨐの考察�

�

 ⋡⊛ ICߩߢ߹࠻ࡦࠚࠫࠛࠣ࠲㆐₸ޔߪᢔᏓ IC߇࠻ࡦࠚࠫࠛࠣ࠲ዋޔߤ߶ࠆߥߊߥ

ਅޔߚ߹ޕࠆ߇ᢔᏓ IC ⊛⋠ޔߣࠆߥߊߥዋ߇࠻ࡦࠚࠫࠛࠣ࠲ IC ߢ߹࠻ࡦࠚࠫࠛࠣ࠲

ㄤ回ࠄ߇ߥߒ㆐߇ߣߎࠆߡߒಽߩߘޔߒ߆ߒޕߚߞ߆৻ᣇޔߢᢔᏓ IC ࡦࠚࠫࠛࠣ࠲

ᢔᏓޔߣࠆߥߊߥዋ߇࠻ IC ߎࠆߡߞߥߊ㐳ߪવ㆐〒㔌ߩࠅߚߟߣ߭࠻ࡦࠚࠫࠛࠣ࠲

ᢔᏓߦ߁ࠃߩߎޕࠆ߆ಽ߇ߣ IC ߎࠆߥߊ㐳߇㔌〒ࠆ進ߢࠅߚߟߣ߭࠻ࡦࠚࠫࠛࠣ࠲

ߒૐᷫ߇࠻࠶ࡔߩߘಽࠆߔㄤ回ޔ߇ࠆߔໂ␜ࠍߣߎࠆߖࠄᷫࠍ㊂▚⸘ޔߌߛࠇߘޔߪߣ

ޔߢߩࠆߦ㑐ଥߩࡈࠝ࠼࠻ߪ࠻࠶ࡔ࠺ࠆߔㄤ回ߣ࠻࠶ࡔߔࠄᷫࠍ㊂▚⸘ޕࠆߡ

⋡⊛ IC ޔߚ߹ޕࠆߢᔅⷐ߇化✺♖ߩ࡞࠺ࡕࠆߥᦝߤߥࠆࠇࠍᖱႎߩᣇะᕈߩ߳ࠣ࠲

㆐₸ߩะ߇ᔅ㗇᧦ઙޔߢߩࠆߥߣᢔᏓ IC ࡘࡒࠪޔࠄ߇ߥߖߐჇᷫࠍ࠻ࡦࠚࠫࠛࠣ࠲

 ޕࠆߢᔅⷐ߇⠨ኤߣ集ߩ࠲࠺ࠆߥᦝޔⴕࠍࡦ࡚ࠪ
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�� ࠪミࡘー࡚ࠪࡦの結ᨐ�

ᢔᏓIC䉺䉫数䋨䋩 2300 2000 1700

⋡⊛IC䉺䉫䉁䈪の
⋥✢〒㔌のᐔဋ䋨m䋩

434.262 336.061 425.472

⋡⊛IC䉺䉫䈎䉌
のવㅍ〒㔌のᐔဋ䋨m䋩

715.806 591.623 755.366

ታ㓙〒㔌とㄤ࿁₸
䋨ታ〒㔌/વㅍ〒㔌㪁100䋩

165㩼 176㩼 178㩼

⋡⊛IC䉺䉫䈻の㆐₸
䋨㆐/シ䊚䊠䊧ーション࿁数䋩

80㩼 80㩼 50㩼

⋡⊛IC䉺䉫䉁䈪䈮用した
IC䉺䉫のᐔဋ䋨䋩

43 33.6 41.6

⋡⊛IC䉺䉫䈻⌕する䉁䈪䈮
䈎䈎䈦たス䊁䉾プ数䋨࿁䋩

88.8 66.4 84.6

１ス䊁䉾プ䈅たりのㅴᐲ䋨䌭䋩
䋨વㅍ〒㔌/⋡⊛䉺䉫䈻の⌕
ス䊁䉾プ数䋩

8.061 8.910 8.929

IC䉺䉫1䈅たり䈪ㅴ䉄る〒㔌
䋨䌭䋩䋨વㅍ〒㔌/用数䋩

16.647 17.608 18.158
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環境配慮の経営戦略に関するエージェントベースシミュレーション 

 
 
                     専修大学商学部   在間 敬子 
要旨 
 本研究では、環境配慮を含む企業戦略を主眼において、市場取引のエージェントベース
モデルを作成した。基本モデルのシミュレーション分析から、高利得を獲得するエージェ
ントの戦略について分析した。技術と環境、技術とサービスのような、ダブル差別化戦略
をとった企業エージェントが高い利得を獲得することが示された。 
 また、応用モデルの１つでは、消費者の商品選択の意思決定パターンが異なる場合につ
いて検討し、消費者行動が企業戦略やマクロ環境指標に及ぼす影響をシミュレーション分
析した。マクロ環境指標が最高レベルのケースは、最高利得企業が初期に環境レベルを高
めており、大きな「一人勝ち」でないことが示された。 
 さらに、他の応用モデルでは、環境レベルアップ企業にプラスの、ダウン企業にマイナ
スのサンクションを与えるケースを検討した。環境レベルアップのコストを上回るプラス
サンクションを与えた時に、マクロ環境指標は改善された。それぞれで高利得を獲得した
企業は、環境レベルを高めるだけでなく、技術あるいはサービスを高めているダブル差別
化企業であった。環境レベルのみ高めた企業は高利得を獲得できないことが示された。 
 
１．研究の背景と目的 
 
 環境配慮は、企業の経営戦略の課題の１つである。環境経営は、単に CSRへの対応の意
味だけではなく、利益に結びつく活動となりうる。環境経営には、３つの領域がある。１
つは、事業プロセスでの環境配慮である。ゼロエミッションの工場管理やオフィスでの節
約活動などを通して、プロセスのコスト削減が可能である。２つは、本来の事業での環境
配慮である。環境ビジネスを展開することを通じて、利益に直結させることが可能である。
３つは、経営資源を活用した社会貢献活動である。地域社会での環境教育などを通じて、
企業のブランド価値を高めることが可能である。実際に、多くの企業で、環境法規制への
対応に留まらず、事業活動における環境配慮や社会貢献まで、幅広い活動が展開されてき
ている（見目・在間, 2006）。 
環境配慮をブランド価値向上の戦略として積極的に活用するユニークなケースも少なく
ない。例えば、キリンビバレッジでは、2005年に「生茶」のペットボトルとして、国産最
軽量で独自開発の「ペコロジーボトル」を採用した。同時に、テレビのユニークな CM だ
けでなく、店頭キャンペーンでも、ラベルをはがして容器をつぶす手順を放映するなど、
リサイクル促進の活動にも重点をおいた。この結果、日経の環境ブランド調査 2006 では、
総合ランキングが、前年度 36位から 15位へと大幅に向上した（日経エコロジー、 2006）。 
消費者・市民・投資家など、企業を取り巻くステイクホルダーの間にも、企業の経済性
に加えて、社会性、環境性を評価する動きは広まりつつある。しかし、マクロな環境指標
は改善されておらず、経済活動での環境配慮についても、より促進する必要に迫られてい
る。 
本研究では、企業戦略に主眼をおいた市場取引のエージェントベースモデルを作成し、
高利得を獲得する企業エージェントの戦略についてシミュレーション分析する。また、消
費者の選択行動の変容が企業戦略やマクロ環境指標に及ぼす影響を検討する。 



２．基本モデル 
 
 環境配慮が普及する要因を分析したエージェントベースモデル分析として、Zaima の研
究がある。Zaima では、環境配慮に対するプラスサンクション、環境非配慮に対するマイ
ナスサンクション、および、説得コミュニケーションの効果を分析している(Zaima, 
2005a,b)。これらのモデルは、環境配慮面でのみ差別化する製品差別化モデルであるが、本
論文のモデルは、環境面のみでなく顧客のニーズの束を考慮した、「製品の品質・技術」「補
助サービス」「価格」「環境活動」の戦略を意思決定するモデルである。ここで、環境活動
とは、環境経営の３つの領域のうちの 3 つ目であり、経営資源を生かした社会貢献活動に
よるブランド価値向上を目指すものとする。 
モデルの概念図を、図１に示す。 
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図 1 モデルの概念図 
 

消費者、企業の 2 つのクラスの、それぞれ多数の自律的エージェントで構成される市場
を考える。消費者の人口は n で一定である。企業は参入・退出が自由であるが、企業数は
ｍで一定である。 
 
2.1 企業行動 
消費者のニーズの束は、「製品の技術」「補助サービス」「価格」「環境活動」の４つで
あり、企業エージェントは、毎期、それぞれの程度を意思決定する。t 期の企業 j の、
技術レベル、サービスレベル、価格レベル、環境レベルを、それぞれ、

)(),(),(),(),( ,,,, LLLtLtLtLtL jEjPjSjT dd （L は整数）で表す。それらのレベルが大き
いほど、技術、サービス、価格、環境活動の程度が高いことを示す。初期は、Lmax(0)
を最大値として、エージェントにランダムに与える。 
製品の価格は、(1)式で定義される。 

))(1()( ,10 tLpptP jPj �             (1) 

10 , pp はパラメータで正の実数ある。 
企業は、毎期、各レベルの変化d  ),(),( ,, tdt jSjT

)(),( ,, tdtd jEjP
),(),( ,,

を意思決定する。企業 j の、t 期の各レベル変化の戦略ファクタを、
)1)(0(),(),( ,, dd tftftf jEjftft PjSjT で表す。下記の(2)式で Fj(t)=1のとき、 1 jd

でレベルを 1上げる。Fj(t)=0のとき、下記の(3)式が 1なら、 1� jd でレベルを 1下げ
る。0なら でレベルを変えない。 0 jd



> @)()1,0()( tfRandomIntegertF jj �        (2) 
> 1()1,0()( fRandomIntegertF �� � @))(tjj     (3) 

次期のレベルは、各レベルについて(4)である。 
)()()1( tdtLtL j � �                  (4) jj

t期の利得は、(5)式で定義される。 
)()()()()()( ,,, tDctDctDctytPt jEEjSSjTTjjj ��� S      (5) 

ここで、y は需要量、D はダミー変数で、d=1 の場合のみ D=1、他は D=0 である。c
は、技術、サービス、環境のレベルを向上させる場合に要するコストで、正の実数であ
る。 
企業エージェントは、相互参照により、戦略を学習する。そのプロセスを、次のよう
に記述する。戦略ファクタを、技術、サービス、価格、環境、それぞれについて、10
ビットの 1，0で与え、40ビットのジーンで表す。企業エージェント jのもつジーンの
評価関数をZ期間の集計利得(6)式で与え、遺伝アルゴリズムにより学習を行なわせる。 

)(t
Z jj ¦ 3 S                     (6) 

企業エージェントの初期資本は R であり、毎期、利得を集計する。集計利得がマイナス
になったら、新規企業として初期化されて参入する。して同定できる。普及軌道はそれら
製品の市場形成過程を需要量の変遷として表示される。 
 
2.2 消費者行動 
消費者エージェント iは、「製品の技術」「補助サービス」「価格」「環境活動」それぞ

れについて、選好ファクタ  ),(),(),(),( ,,,, trtrtrtr iEiPiSiT

)1)(0( dd tr

(),( ,, tWtW iSiT

を持っている。値が 1に近いほど高いレベルを望み、0 に近いほど低いレ
ベルでもかまわないことを意味する。毎期、各企業のレベルを参照し、それぞれのレベ
ルについて、最大値 から、購入希望レベル

を、(7)式に従って決める。 

)(),(),(),( max,max,max,max, tLtLtLtL EPST

)(, tiE),(), , WtW iP

)()()( max tLtrtW ii            (7) 
すべての企業のレベルを参照し、(8)式のΔの絶対値を最小にする企業を選択する。 

))()()(())()()((

))()()(())()()(()(

,,,,,,

,,,,,,

tWtLtrtLtWtr

tWtLtrtWtLtrt

iEjEiEjPiPiP

iSjSiSiTjTiTi

����

��� '
        (8) 

ただし、選択した企業 Jの価格レベルについて、W JPiP Lt ,, )( � の場合には、購入しない
ケースもあるものとする。購入する確率は、 r である。 )(t,iP

 企業 Jを選択した消費者 iの需要量は、(9)式で決定される。Iは消費者の所得を表す
パラメータである。 

)()( tPItx J             (9) 
効用は、(10)式で定義される。 

)()()()()())()(1()( ,,,,, tEtrutLtrutxtLtrutu iEEJSiSSiJTiTTi ���    (10) 
ここで、uT, uS, uEは、パラメータで、1より小さい正の実数である。E(t)は、環境のマ
クロ指標である。このモデルでは、(11)式で表わされる。 

LmtLetE m

j jE )()(
1 ,0¦  

       (11) 

消費者エージェントの選好の変容プロセスを遺伝アルゴリズムで記述する。選好ファク
タを、技術、サービス、価格、環境、それぞれについて、10ビットの 1,0で与え、40ビッ
トのジーンで表す。消費者エージェント i のもつジーンの評価関数を Z 期間の集計利得



)(tuU
Z ii ¦ で与え、遺伝アルゴリズムにより学習を行なわせる。 

 
３．基本モデルのシミュレーション結果 
                                           
 2節のモデルを Javaで実装した。シミュレーションで用いたパラメータは表１のとおり
である。 

表１ パラメータの値 
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シミュレーションは，10 回行なった．各回とも，高い利得を獲得した企業エージェント
と，利得を伸ばせなかったエージェントに分かれた．典型的なパターンを図２に示す。 
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図２ 集計利得の時間変化のパターン 
 
各回のシミュレーションでの、利得が最も高いエージェントを比較すると、(a)ダブル差
別化、(b)特化型の２つのタイプがあり、ダブル差別化の方が、より高い利得を獲得してい
た。結果を表２にまとめた。 
ダブル差別化型、特化型、それぞれの最高利得企業の、典型的な集計利得と各戦略レベ

ルの時間変化のパターンを示す。図３は、ダブル差別化型の技術・サービス向上企業で、
図４は、サービス・環境向上企業である。図５は、特化型のサービス向上企業で、図６は、
環境向上企業である。 
図７は、10 回のシミュレーションそれぞれについて、マクロ環境指標の時間変化を表し

たものである。いずれの回もマクロ環境指標のレベルは小さく、向上していないことがわ



かる。 
表２ 10回のシミュレーション結果 

            

集計利得順位 回-企業名 タイプ
1 Z16-Firm17 ダブル差別化型
2 Z18-Firm8
3 Z12-Firm10
4 Z13-Firm1
5 Z11-Firm2
6 Z14-Firm0 混合型
7 Z19-Firm9
8 Z10-Firm17 特化型
9 Z15-Firm7
10 Z17-Firm1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３ ダブル差別化型：技術・サービス向上企業 
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図４ ダブル差別化型：サービス・環境向上企業 
 



 Total Profit and Each Level

0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000

0 200 400 600 800
Time

To
tal
 P
rof
it

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Service

Z15-Firm7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図５ 特化型：サービス向上企業 
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図６ 特化型：環境向上企業 
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図７ 各回のマクロ環境指標の時間変化 



 基本モデルのシミュレーション結果から、以下の３つのことが示された。１つは、集計
利得のパターンが、「一人勝ち」企業と多くの低利特企業として現れることである。２つは、
「一人勝ち」企業の中で利得の高いケースは、技術・サービス向上、サービス・環境向上
型のダブル差別化型戦略となっていたことである。３つは、いずれのケースもマクロ環境
指標が低レベルであったことである。 
 
４．消費者の選択行動の変化による影響 
 
 本研究では、マクロ環境指標を高めるための条件を検討する。その方法は２つある。１
つは、環境政策のパラメータを導入し、構造変化によるシミュレーションパターンの変化
を探ることである。２つは、消費者エージェントや企業エージェントの意思決定の変容に
よるシミュレーションパターンの変化を示すことである。 
 この節では、消費者エージェントの選択行動が変化した場合を検討する。 
 基本モデルでは、消費者は、自分の希望レベル条件に近い製品を選択するが、この節の
応用モデルでは、すべての希望レベルを満たすうち、できるだけ大きいレベルの製品を購
入するものとする。ただし価格は、安いもの、すなわち、できるだけ小さいレベルを好む
ものとする。この条件は、すべての希望レベルを満たすうち、2.2節の(8)式の値が最大とな
る企業の製品を選ぶことで表すことができる。 
 シミュレーションは 5 回行なった。図８は、各回の最高利得を獲得した企業エージェン
トについて、集計利得の時間変化を示したものである。 
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図８ 各回の最高利得獲得企業エージェントの集計利得 
 
 図８で示した５回のシミュレーションの中で、最高利得を獲得した回の最高利得企業エ
ージェントの集計利得と各戦略レベルの時間変化は、図９のとおりであった。低価格で技
術レベルとサービスレベルを向上させ利得を増やし、価格も上げてきている。環境レベル
は、低めないで中間レベルを保っている。 
 図１０は、5 回のシミュレーションでのマクロ環境指標の時間変化を示したものである。
図９で示された 5 回で最高利得を獲得した企業エージェントが現れたシミュレーションの
回では、マクロ環境指標は 5回中最低レベルであった。 
 図１１は、図１０のマクロ環境指標が最も高いシミュレーション回における、最高利得
を獲得した企業エージェントの集計利得と各戦略レベルの時間変化である。このケースで
は、最高利得企業は環境レベルを初期から向上させていることがわかる。 
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図９ 最高利得獲得企業の集計利得と戦略の時間変化 
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図１０ マクロ環境指標の時間変化 
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図１１ マクロ環境指標が最大のケース：最高利得獲得企業の戦略 
 



 図１２は、マクロ環境指標が最大レベルのケースについて、企業の集計利得パターンを
示したものである。最高利得エージェントが獲得した集計利得レベルは、他の回よりも小
さく、最高利得企業と中間の企業の集計利得の差があまり大きくない。 
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図１２ マクロ環境指標が最大のケース：集計利得パターン 
 
この節の応用モデルのシミュレーション結果から、以下の３つのことが示された。１つ
は、5回のシミュレーションの中で、最高利得企業は、低価格で技術やサービスを高め、環
境レベルを中間に保っていたことである。２つは、マクロ環境指標が最高レベルのケース
は、最高利得企業が初期に環境レベルを高めており、大きな「一人勝ち」でないことであ
る。３つは、消費者行動の変容でマクロ環境指標に影響を及ぼす可能性があることである。 
 
５．企業へのサンクションの影響 
 
 この節では、構造パラメータを変更するケースとして、企業へのサンクションを与える
ことを検討する。 
環境レベルを上げる企業にプラスのサンクション、下げる企業にマイナスのサンクショ
ンを与える。第 2節の(5)式の企業の利得を以下の式に変更する。 

DEj=1のとき、 WS ���� )()()()()()( ,,, tDctDctDctytPt jEEjSSjTTjjj  

DEj=-1のとき、 KS ���� )()()()()()( ,,, tDctDctDctytPt jEEjSSjTTjjj  
表２に示すように、５つのケースを検討した。それぞれ 5 回シミュレーションを行なっ
た。 

表２ 与えたサンクションとそれぞれの結果 

ケース 環境 レベル 結果
アップ ダウン マクロ環境指標

(i) 50 -50 改善なし
(ii) 100 -100 改善なし
(iii) 110 -100 改善あり
(iv) 150 -100 改善あり
(v) 200 -100 改善あり

 
 
マクロ改善指標が改善したのは、環境レベルを上げるコスト 100 を越えるプラスのサン



クションを与えた(iii)(iv)(v)のケースであった。これらの３つのケースについては、改善の
程度に差はなかった。(ii)のケースおよび(iii)のケースのマクロ環境指標の変化を図１３およ
び図１４に示す。 
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図１３ マクロ環境指標の変化：環境レベルアップに＋100・ダウンに－100 
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図１４ マクロ環境指標の変化：環境レベルアップに＋110・ダウンに－100 

 
図１４に示すケースについて、それぞれのシミュレーションにおける各企業の戦略を調
べたところ、最高利得獲得企業は、環境レベル以外に、技術やサービスを高めたダブル差
別化企業であった。環境レベルのみ高めた企業は最高利得を獲得できなかった。典型的な
シミュレーションでの、集計利得獲得順位が上から６位までの戦略を表３に示す。また、1
位の企業、4位の企業の戦略のケースを、それぞれ、図１５、図１６に示す。 

 
表３ Z45シミュレーションでの上位企業の戦略 

順位 企業名 戦略のタイプ
1 Frim5 環境・技術のダブル差別化
2 Firm6 環境高＋技術・サービス中間
3 Firm10 環境・技術のダブル差別化
4 Firm13 環境特化型
5 Firm4 環境特化型
6 Firm8 環境特化型

Z45のシミュレーション  
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図１５ 1位の企業 Firm5の戦略 
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図１６ ４位の企業 Firm13の戦略 

 
この節の応用モデルのシミュレーション結果から、以下の３つのことが示された。１つ
は、環境レベルアップに対して、レベルアップを上回るプラスサンクションを与えた場合
に、マクロ環境指標は改善されることである。２つは、そのサンクションの大きさとマク
ロ環境指標改善の大きさには関係がないことである。３つは、マクロ環境指標を高めたケ
ースでは、最高利得企業は、環境だけでなく技術やサービスのレベルも高めていることで
ある。 
 
６．まとめと今後の課題 
 
 本論文では、消費者のニーズの束として「製品の技術」「補助サービス」「価格」「環
境活動」の４つについて意思決定する経営戦略のモデルを作成した。 
 基本モデルのシミュレーション結果から、以下の３つのことが示された。１つは、集計
利得のパターンが、「一人勝ち」企業と多くの低利特企業として現れることである。２つは、
「一人勝ち」企業の中で利得の高いケースは、技術・サービス向上、サービス・環境向上
型のダブル差別化型戦略となっていたことである。３つは、いずれのケースもマクロ環境
指標が低レベルであったことである。 
 本論文では、マクロ環境指標を高めるための条件を検討した。その方法は２つある。１
つは、環境政策のパラメータを導入し、構造変化によるシミュレーションパターンの変化
を探ることである。２つは、消費者エージェントや企業エージェントの意思決定の変容に



よるシミュレーションパターンの変化を示すことである。 
 消費者エージェントの選択行動が変化した場合のシミュレーション結果から、以下の３
つのことが示された。１つは、5回のシミュレーションの中で、最高利得企業は、低価格で
技術やサービスを高め、環境レベルを中間に保っていたことである。２つは、マクロ環境
指標が最高レベルのケースは、最高利得企業が初期に環境レベルを高めており、大きな「一
人勝ち」でないことである。３つは、消費者行動の変容でマクロ環境指標に影響を及ぼす
可能性があることである。 
 構造パラメータの変更として企業にサンクションを与えた場合のシミュレーション結果
から、以下の３つのことが示された。１つは、環境レベルアップに対して、レベルアップ
を上回るプラスサンクションを与えた場合に、マクロ環境指標は改善されることである。
２つは、そのサンクションの大きさとマクロ環境指標改善の大きさには関係がないことで
ある。３つは、マクロ環境指標を高めたケースでは、最高利得企業は、環境だけでなく技
術やサービスのレベルも高めていることである。 
 本論文では、経営戦略モデルを用いて、構造パラメータの効果や消費者行動の影響など、
今後のベースとなるシミュレーション分析を行なった。今後の課題の１つとして、応用モ
デルとして、第 1 節で紹介した環境ブランド調査のようなレピュテーションを、より現実
に近い設計を行いモデル化し、その効果を検討することがある。さらに、李・出口(2005)
のようなゲーミング・シミュレーションを検討しシミュレーション結果と比較することも
今後の課題である。 
 
 

r c

参考文献 
 
見目洋子, 在間敬子編著 (2006), 『環境コミュニケーションのダイナミズム―市場インセンティ
ブと市民社会への浸透―』 白桃書房. 

「第２特集 環境ブランド調査 2006 飲料業界が大躍進 容器リサイクル推進に高い評価」 
『日経エコロジー』2006年 8月号, pp. 98-101, 2006. 
李皓, 出口弘 (2005), 「ハイテク産業の企業戦略のエージェントベースシミュレーション＆ゲー
ミング－ヒューマンエージェントと人工知能エージェントが混在するハイブリッドシミュレ
ーションモデル－」『シミュレーション＆ゲーミング』, Vol.5 No.1, pp.1-12. 

Zaima, K. (2005), “Effects of Structural and Behavioral Strategies toward the 
Environmentally Conscious Society: Agent-Based Approach,” in T. Terano, H. Kita, T. 
Kaneda, K. Arai, H. Deguchi (eds.), Agent-Based Simulation From Modeling 
Methodologies to Real-Wo ld Appli ations, pp. 233-246, Springer-Verlag Tokyo. 

Zaima, K. (2005), “Agent-Based Simulation on the Diffusion of Research and Development 
for Environmentally Conscious Products,”  in K. Arai, H. Deguchi, H. Matsui (eds.), 
Agent-Based Modeling Meets Gaming Simulation, pp. 119-138, Springer-Verlag Tokyo. 
 
 



ˇĪɧșŬʨ˨ɖ �� ˨� � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��� ƍ � Ǡ ��� ǔ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � �

Ǔ� æˏţŬ�

�

�

Wʵǥàɳ�ŢǹƫʨX}Ç¦Óɧș�bi�ʩĝƐ�ʌŲƫ∗�

�

� � � � � � � � � � � � � ��������ˬƂţŬ� ˋƁƓƣ�

ʐǕ�

� ǥɐ�T"6AA�6C9�-DH@>8:3���4b�� �B67A:3���4��x{ſ˛l�uTǉȏɧș

��Ȉʻʵǥàɳ�ÂÓ×²�ȯʨȽǷʐ}ŵʝȽưǪ�ǳʚnuÙ|T���� ƍìí˟�

Ċˇʵǥàɳʩɧș�ɧș¾À¡×ÇÕ}ĝƐ˺b��ʩĝƐ�ʌŲƫ˻�˝ˆ�ǳʚ

p�k}�ȿȽ}n{_�UĖǩ�ȢȠ�ĝƐȽĦǪ�ɱc�T��ɧș¾À¡×ÇÕ�

Üa�ĦǪdŧö��ʩĝƐ�ʌŲƫc�Ȼȱp��cT�ʵǥàɳ¦Ï°×�Ɂˊd

ɧș¾À¡×ÇÕ�õɟȽɁˊ�ȱ�ĕp�cTk�  Ƞdǥɐ�Ėǩʦ˴}l��U�

k`nuǥɐ�Ėǩc�ƒeĕl��ɨǪ�íÚ�̀Ƞ|^�Uɖ˾�TQQǑļĐȔ

ɧșŬȽ�áț}�Ⱥ��QQŀŔ�ǉȏɧș�ĝƐǸ˅�ʎǌ�Ê¶Ñ��x{ȨƤz

i��T˾y�Ê¶Ñ�}Ĺǎp�ćŃ�Ɉn{_�_Uɖ�TQQ"6AA�6C9�-DH@>8:b

��"6AA�6C9�!>C<:G>8=3���4�Wʵǥàɳ�ŢǹƫXʨ}Ⱥ��QQĥø˜¨×¶�»

×«ÎÕ}ðǵɩȏ�˨ǼĪ�ʌŲƫ�ĥĈȱȲƫ¾À¡×ÇÕ�ǡƭ�ƛ˰�Üa�

��|��cxuUǡƭ�ƛ˰�ķ�p��ĥø˜¨×¶�»×«ÎÕ}ʍŉƇş�ʌŲ

ƫ|^�Uɖ��TQQÒ¥ÍÏ«¢ÕŬȔ�áț}Ⱥ��QQ����ƍì�ʵǥàɳʩɧș

�b_{čõȽ�ĝƐȽǸŒ�ß�^x{ɁżȽ�˒ʐƫ�ǡp���ĥø˜¨×¶�»

×«ÎÕ|^xuUk��TŔ˦Ƚ�ſ˛l��ʍŉƇşɔâ�˔ʃƇş�ɼȵĪ�ß�

^x{�Túȣ}n{ĥø˜¨×¶�»×«ÎÕ�ĝƐȽĦǪdɧș¾À¡×ÇÕ�}

x{˒ʐ|^�k}�Ɉŋp�U�

�

�

˾˼�o���

�

����ƍìĭ�í˟TŀŔɧș�˔ʃƇş�ƪ˄�ɼȵĪ�ɧ˸n{_�˺#' 3���4 U˻

k��ĢaT����ƍìí˟TʍŉƇş}ĥĈƇş�ʒĝɮň�ƪ˄�ˇ�yy^�

˺(>8DA:II>��-86GE:II6�6C9��DNA6J93���4 U˻k`nuɧșȰŠ��x}�ˌŁȽ�ĝƐ

}ɦɰ��ÉÐ£ř�Ƈşɧșv}_`�dØɿȽ�ʑǒ|^�Uk`nuɧșȰŠ�ŀ

Ŕ�ǉȏɧș�żn{T˾y�Ď˃�Ê¶ÑQQ�ÉÐ£ř�ƇşɧșÊ¶ÑQQ�ǻĂ

p��`Øȇ}Ɨ_ŕġ�Üa�}áțl��UvdTêǒTs`nuŕġdƗ��ß�

^x{�Tʵǥàɳʩɧș�úȣ}n{˾y�ɧșÊ¶Ñ�Ĺǎp�ǹɁ�ʑr{_�_

                                                   

∗�ǥɐ�WʩĝƐ�ʌŲƫTʵǥàɳ�Ţǹƫb��ɧș¾À¡×ÇÕX˺ Ɓȴ˖ŤÖůèų

ƎÖ˘ƃɀǾɭʁYȮìʵǥàɳ��ǑʓʕQQŢǹƫ}Ǹ˅šĪ�ĖǩQQZǚňŜT���

ƍƲĹ˻�ĢɗÖÿȃnu��|^�U�



}àƖp�ŵʝɄɑ�ūŖp�˺8;	�DN:G3���4 U˻�

éǔ�ƪȟ�ƴʅšĪ}ɧș�§Ó×½ÑĪ�ŕġ�Ú�^x{TŀŔ�ǉȏɧș�˾

y�łoÊ¶Ñ�}Ĺǎp��cUs�}�ɧș¾À¡×ÇÕ�Ǧïzi��`�Ɂˊ

dŀŔ�^_v�ūŖnTnc�Ts`nuɁˊ�éƠ�ūɪp��cU�

k`nuō˴�T˙ǢȽ�ɧș¾À¡×ÇÕ�Ɂˊdŧö��ʐŐ��x{ʥǗl�

��c}_`ō˴�Ǆʷp�UʽƍTk`nuō˴�ĻiTɧș¾À¡×ÇÕ�Üa�

ĝƐȽƛ˰�˒ʐƫd�uu�Ȓȿl�{_�Uʵǥàɳʩɧșs�t�dȪɼ�ĝƐȽ

ǸŒ�ǡp�}_`ʢʪ�Ú�TĝƐȽšǌ�Ç¦Óɧș¾À¡×ÇÕ�˝ˆzi�`

}p�Ţg�ȯʨȽàƖ�p|�ſ˛l�{e{_�˺8;	$68@HDC�6C9��::<3���4 U˻s

`nuàƖ�ß|�T}��iǥɐdȒȿp���T"6AA� 6C9� -DH@>8:3���4}

�B67A:3���4��x{ſ˛l�uWʵǥàɳ�ŢǹƫXʨ|^�U�

k�ȯʨȽàƖ�Ď˃Ƞ�íÚ�˿Ƞ�ʐɠl��Uɖ˾�TŀŔɧșdƇşßƥȽ�

�ÉÐ£řɧș�}Ĺǎp�v�`}_`ǑļĐȔɧșŬȽ�áț}�Ⱥ��Tʵǥàɳ

ʩɧș�Ţǹƫ˺�ng�ʎǌŘʆ˻�ūŖ�Ɨʧp�Ƞ|^�Uɖ˿�Ď˃Ƞ�Tʵǥ

àɳ�Ţǹƫ�ʢʪ�^ux{Ts�t��ɧș�œǡ�ĝƐ�˒ʓp�Ƞ|^�UvdT

s�l_ĺ�Ùj�����˾y�ĝƐ|��gʎǌ�ĝƐ|^�Tnc�s`nuʩĝ

Ɛd}�ʌŲ˝ü|^�U�

ǥɐ�ʦ˴�k`nuǑu�ȯʨȽſ˛�ʸ�aT����ƍìí˟�Ċˇʵǥàɳʩɧș

�ɧș¾À¡×ÇÕ}ĝƐ˺b��ʩĝƐ�ʌŲƫ˻�˝ˆ�ǳʚp�k}�^�UĖ

ǩ�ȢȠ�ĝƐȽĦǪ�^�T���ɧș¾À¡×ÇÕ�Üa�ĦǪdŧö��ʩĝƐ�ʌ

Ųƫc�Ȼȱp��cT��ʵǥàɳ¦Ï°×�Ɂˊdɧș¾À¡×ÇÕ�õɟȽɁˊ

�ȱ�ĕp�c}_`Ƞ�ɱc��UíÚTǥɐ�Ȁ��`�Ǹưl��Uɖ˾�TWʵǥ

àɳ�ŢǹƫXʨ�ȯʨȽàƖ�ɈnTŵʝȽ�ǳʚʦ˴b��s�ǒȑ�ǄɈp�UȀ

_|TʩĝƐ�ʌŲƫ}˥ƀƫǷƩ��}zeĊˇʵǥàɳʩɧș�¦Ï°×Ī�ʟ�T

s�ǍŁƫ�śɇ�^�ĝƐȽÉ£º®È�ǳʚp�Usn{ǟƠ�TʩĝƐ�ʌŲƫd

Ç¦Óɧș¾À¡×ÇÕ�˙ǢȽ�ħe�Ɂˊ�ǡƭ�ĦǪ�ƽyc~`cdǳʚl�

�U�

�

�

˿ W˼ʵǥàɳ�ŢǹƫXʨ}Ò¥ÍÏ«¢ÕȯʨQȯʨȽưǪ}ō˴Ƞ�

�

�kk|�Tɖ˾�T"6AA�6C9�-DH@>8:3���4�Wʵǥàɳ�ŢǹƫXʨ}Ò¥ÍÏ«

¢ÕŬȔ��B67A:3���4�b_{ſ˛l�us��ȯʨȽȨƤ}ŵʝȽưǪ�ɈpUs�

Ù|TÞȯʨ�ưǪ}ō˴Ƞ�ƾǆp�k}�nu_�U�

�

�

	�  Wʵǥàɳ�ŢǹƫXʨ�bi�ȈʻĝƐĖǩ�

                                                   

��Ò¥ÍÏ«¢Õȯʨ�Ņ�uʵǥàɳ�Ţǹƫȯʨ}Ĺǎȯʨ�y_{�Ɓȴ3���4�ĶȤ

l�u_U�



� �ǟĚ�T"6AA�6C9�-DH@>8:3���4��x{ſ˛l�uWʵǥàɳ�ŢǹƫXʨ�ȯ

ʨȽȨƤ�ʑ�k}�nu_Usk��̀y�ȯʨȽȨƤdʑ���Uɖ˾�TȯʨȽ¾

×Ä¦µ�ÁdðǵßƥȽv}_`ȠTɖ˿�TʩĝƐ�ʌŲƫ��}zeĝƐ�Ɂä

÷ȳĦǪ�Ėǩ�ȢȠdƙ{���ȠTsn{ɖ̀�TĝƐ}ʵȲ�ƫǱ�˝ˆ�Ȓȿp

�Ƞ|^�U�

ðǵ�¨�¨Õ¿°Õ�˛ȻnȻˉlr�`}p��¦°×}ȯʖl��dTs`n

uɸġ�˛Ȼ�^ux{ȎŴȽ�ʐŐ�Tðǵdǉȏɧș�ß�ʩ˳Ś�b_{Tê��

¦°×QQu}a�TĥĈɦŁTơǵŊTǮàT©ÂÏ�Ì×ɘQQ}ƚưp�˝ü�ƫ

Ǳ|^�Us`nu˝üb_{ðǵ�Ţg�¨×¶�»×«ÎÕō˴�ɀˮp�k}��

�UÅ×Ñ}¯¤�ßǯȽ�ȓŻ�Ts`nu˝üs�t�d¨×¶�»×«ÎÕō

˴��x{ȨƤzi��Tłō˴�żp�ĝƐȽʖȎQQʩĝƐ�ʌŲ˝üQQdȺ��

}_`Ƞ�^�U�

vdTĝƐȽʖȎ�½Ð ×«ÎÕ�ɛő�ȡˠ�ƘġȽ���|��_UȨŴ�ʩĝ

Ɛ�ɦ�Ł�rdȻȱp�}àƖl�Tðǵd¨×¶�»×«ÎÕō˴�ʖȎp�ǒȑ}

n{˿y�¨×¶�»×«ÎÕǹƑdƒeĕl��U˾y�ɔâȽƇş��}zg��|

^�T�`˾y�ƱȹȽɁä÷ȳ��}zg��|^�U�

ðǵd¨×¶�»×«ÎÕō˴�żĔp���_q��¨×¶�»×«ÎÕǹƑ�y

`o{cUk��Tǉȏɧș�ĝƐȽǬɦ�úūp�k}���Uðǵ��qc�d¨Õ

·Ó×Ñ|e�_ʩĝƐ�ɀˮp�T__ca��ĝƐ�ðǵ�ȨŴ�ǿñ˨Ł�Ǆùp

�Uðǵ�s`nuǿñ�Ĝȳp�Ʊȹ�ƒeyi���Uk`n{ǉȏɧș�ĝƐȽǬ

ɦ�ɁˊdTðǵƱȹ�õɟȽɁˊ�ȱ�ĕpk}���U�

ŀŔ�ǉȏɧș�Tk`nu¨×¶�»×«ÎÕō˴��ðǵ�żĔǹƑ�śɇ�Ȉʻ

l��UƇşdɧșȽ�¦°×�ʄħ�¨×¶�»×·p�Ƈşɧș}Tðǵd¨�¨Õ

¿°Õ�˛Ȼp��^ux{˭ƇşȽ˝ü�úūp�Ƈşɧș}�ĬědǄʷl��U

Ğɵ�ɼȵ�Ƈşɧș&>7:G6A�B6G@:I�:8DCDB>:H�&'�H�}Ň��TƠɵ�¨×¶�»×·

l � u Ƈ ş ɧ ș �DDG9>C6I:9� B6G@:I� :8DCDB>:H��'�H� } Ň � � � �"6AA� 6C9�

-DH@>8:3���4�E	��UŀŔɧș�¾À¡×ÇÕ�Tk`nu&'�H�ng��'�H�Ú|Ġ

˅l��ʩĝƐ�ʌŲƫ��x{ƛ˰�ĻiTs�ÛŘɘ�ĝƐĖƈ�ƨo{ȈʻĝƐĉ

ò�ƚưp�k}���U�

ŀŔ�Ȉʻĉò�ĝƐ��x{śɇzi���Uk�Ǒu�ȈʻĉòǷƩ�ȈʻĝƐĉ

ò}Ň���UŀŔ�Ȉʻĉò�ǳʚ�^ux{�Ts�ĝƐȽȜȐdˀȌl��Us�

l_ßƥȽƜğ�ƹ`��TʩĝƐ�ʌŲƫ|^�UʩĝƐdʌŲȽ|^�}ʘ`}eT

ʩĝƐ�ɁäúūȽ|^�Tnc�^�ʩĝƐ�ɦŁrdê�s��Ȉ�ĦǪȽ�ǿɸp

�Unudx{T^�ǉȏɧș�b_{ʩĝƐ�ʌŲ˝üdưɒp�şŁTs�ɧș�Ȉ

ʻĉò�ǡp�k}����

&'�H}�'�H�˝p�Å×Ñ}¯¤�ȯʨȽàƖ�Wʵǥàɳ�ŢǹƫXʨ�ɖ̀�

ȨƤQQʵȲ�ƫǱ}ĝƐ�˝ˆQQ�ʑ�k}��x{��ďõȽ�Ɉpk}d|e�U

s���¶��TʩĝƐ˺b��ʩĝƐ�ʌŲȽ˝ü˻dðǵ�ɔâġ�˒ʐ�ƶʵ�ý

                                                   

�Wʵǥàɳ�ŢǹƫXʨ�y_{�Tʂȴ3���4Tĳȴ3���4�ĶȤl�u_U�



ʬnT�uŦĤp��`�¶ª�Õl��T}_`Ƞ�^�˺ #K:GH:C�6C9�-DH@>8:3���4 U˻�

ʵǥàɳɧș�Ú|�TØɿȽ�TƴʅšĪ�ǜȊšħ�u�TɧșȽ�¦°×�Tɼ

Ɔ�ƶʵdˢɻĪnʵȲûă�ť`}_`Ĳˤƫ�Ʒa�UɧșȽ�¦°×dk`nuĲ

ˤƫc�ʵȲ�Ű���˿y�ǒȑd^�U˾y�Ÿǘ�ê�ȳ˂�ʹȳn`�ØɿȽʵ

Ȳ�ƶʵp�k}|^�U�`˾y�ǒȑ�TʵȲdê�ȿȽ�ȳ˂�ɝİ��ʹȳ|e

�_��|^�şŁTȞŖȽ�Ð¦c�s`nuȨȅȽʵȲ�ýʬp�ĝƐ�Ġ˅p�

k}|^�U�

k`n{�'�H�Ú|�TɧșȽ�¦°×�ȨȅȽʵȲ��ƶʵ��x{ɔâġ�ȱ�ĕ

s`}p�nTêǒ|s`nuƶʵ�ýʬnTʵȲûă�ŵȮ�Ľɸ�p�u��ʩĝƐ

�ſ˛p�Uk�}�żȤȽ�TȕħȽ�&'�H�Ú|�ʩĝƐ�T��˹_ĹȾ�Ȍ�{

ʵȜ�ħcpǿñ�ɧșȽ�¦�×�Ǆùp��`�¶ª�Õl��Us�Ú|�ɧșȽ

�¦°×�Tė�ǞaĽɸ�ʵȲQQu}a�TØɿȽƴɸ�ȍȳȽ�ƴʅQQ�ĺƢp

��`�ħǿzi���˺"6AA�6C9�-DH@>8:3���4�E	�� U˻�

ØɿȽʵȲ�ng�ȨȅȽʵȲ�_q�c�ƶʵdʄ��uşŁTs`nuƶʵ�żp

�ĹȾ�ǟţĪp�ʩĝƐdĠ˅l�Tl��Ts`nuĝƐ�s�dýʬp�°�Â�

ʵȲ�ƶʵ�Øȇ}ƒeyi�Uk`n{^�ɧș�TȨŴ�ĝƐ�˝ˆnuɁżȽ�ʭ

ź�ʵȲ�ǡp�k}��x{ȈʻĝƐĉò�ȬƢp�˺ "6AA�6C9�-DH@>8:3���4��E	�� U˻�

k`nuȯʨ�T}��iɉñǉə�y_{˒ʐ�ǉəȽŅƭ�ǡp�Uk��|ɉñ

ǉə�TĥĈƇş�bi�ĥĈɵ�ȩƮ�ȢȠ�ɱeTŀɏ�ýʬĝƐ�y`o{ĥĈ�

WɺŌŉĪXp���}ĻiȂ���{euUêǒTɧŎɵ�}x{ɉñǉə�TŢg�

şŁTƅȔǉċ�ĥĈąc�Ƹnyi��uTƇş�Ĉe�˞Ŷp�˧Ŷȧv}ĻiȂ�

��{euUvdTɉñǉə�ȱȲÒ¬×È}ʌŲȽ|^�Uu}a�Tðǵ�ʍŉƇş

ƱȹdĥĈɵ�ȲǵȨȅȽƴɸ˺ĥĈɵ�ȨȅȽƴɸWʵȲX˻�úƺp�şŁTðǵ�

ĥĈɵ�s`nuƴɸ�ýʬp�k}�Ɨ_ĜŶ˝ƥ�ǡp�Uc��ĥĈɵdȮŖ�ɶ

�ťxu�TóȥɯĥĈ�ɍħnu�nuşŁTĥĈɵ�ʵȲ˺ƴɸ˻�ûă�óÚp�U

k�u�ĥĈɵ�ʵȲûă�ýʬp�ĝƐdƦʐ}l��Uťǵýˤ�ƴɸƶʵ��ĹȾ

�ýʬp�ĝƐv}ȯʖl��Uɉñýʬ�Ėːǉə|��gTðǵ�Ħȭƫc�ēŴƑ

Īl��Uk��ɋɊŔŷʔ�ēʖˑ�ʾ���|^�`U�

ǟƠ�Tk`nuWʵǥàɳ�ŢǹƫXʨ��x{ſ˛l�uŀŔ�ǉȏɧș�żp�

ȈʻĝƐĖǩ�ǳʚnu_Ukk|ĺ�Ùj���Ċ˷Ƚ�T"6AA�6C9�!>C<:G>8=3���4

�ŵʝɄɑ|^�UWʵǥàɳ�ŢǹƫXʨ�b_{�ðǵ�¨×¶�»×«ÎÕdȎŴȽ

�˒ʐ�ǷƩ}n{ĕȮp�dT"6AA�6C9�!>C<:G>8=�TǟĚ�T~�ɎƐŀŔd˭Ƈş

ȽĝƐ�úūn{_��cTs�ɎƐ�ț�W¨×¶�»×«ÎÕƾǺX�÷ưn{_�U

łƾǺ�T����ƍc���ƍ�ci{�íÚ�̃y�¶×°�śɇ}nuŐŪĖǩ�y`o

{÷ưl��Ukk��TÙʿ��`�T¨×¶�»×«ÎÕdTs��ÚǇap�TĜ

ȳĽɸ�ĝƐ��x{śɇzi���}_`ȯʖ�śzgU�

˺˾˻ Ǯà�¾Ô×̄ȑȽ�ýʬb��ɧŎɵ�Ȉnu˃Ɗ�ǮàT�ng�Ǉː

Ǯà�ðǵ�żp�^�`�ƛ˰ġ�

˺˿˻ ¨Õ·Ó×Ñ�ĖǋĪ̄ƙʠ�Ŕ�b_{~��~Ţg�ðǵdǌ�Ù|Ǉ

ːǮà��x{ýǡl�{_��c�



˺̀˻ ǮƑƇş�ţel̄ż!�*Ȉ�ŔđǮƑĺƒ�żp� ¦�µ��Ƈşûă�

˺́˻ ʴ˔¨×¶�»×«ÎÕ�ÒÃÑ̄ĥĈɦŁdʴ˔ʐȌ�¨×¶�»×·p

�ÒÃÑTb��øȳɵdʴ˔¢À�×�¨×¶�»×·p�ÒÃÑ�

˺̂˻ ʴ˔¨×¶�»×«ÎÕ�ɎƐ̄ʴ˔åȚd˺ƱȹȽ�˻ĥĈɦŁ}øȳɵ

��x{¨×¶�»×·l���c�

˺̃˻ ˫ɶȭ̄ơǵŊčõ�ȼĖȈ}n{�T˾ƍíÚ�˜ɼƆ�ɶ�ýƽn{_

uơǵŊǌ�

�

"6AA�6C9�!>C<:G>8= �k`n{÷ư

l�u¨×¶�»×«ÎÕƾǺ��}�

ŀŔdĖ˶l��Uʇ � �Ɉl�{_�

��T"6AA�6C9�!>C<:G>8= ��x{÷ư

l�uŀŔ�¨�×|^�˺� c� �

�ǺȝĪ U˻� �ʽ_ă�TƱȹȽ¨×¶

�»×«ÎÕdǉȏɧș�b_{���

˒ʐ|^�}_`k}�Ɉn{_�U

&'�H �ng� �'�H }n{Ė˶l�uŔ

�żp�¨�×�Wʵǥàɳ�ŢǹƫX

�áț�Øɽn{_�U�ÉÐ£T�¥

ÐT£¹±T��ÑÏÕ¸Tb��¢

×·ÏÐ�˺&'�H˻�p�{s�¨

�×d �	�� íÚ�Úŏx{_�UêǒT

¢×·Ð�T¸�´T¼Ñ��×Tǔ

ǥTÃÑ¥×TÀ�ÕÏÕ¸T¶ÕÇ×

¦T��×¶ÕT���'1H��p�

{ �	�� íÙ|^�U�

ȸƭp�e�TĜȳl�u¶×°�

"6AA�6C9�-DH@8>:3���4��x{Ɨʧl
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Ė˶l�ùy�ʵǥàɳ¦Ï°×�ɈpU�



^�Us�ō˴Ƞ�Ts`nuĖ˶d¾À¡×ÇÕƾǺ�ɴƯn{b�qTʩĝƐ�ʌ

Ųƫ|��gTs�Þɒƫ�Ɉnu�pf�_}_`k}|^�Unc�ʩĝƐ�˥ƀƫ

�ƿa��{_�_}_`Ƞ|^�U�

�

�

�	  ʎǌ�ʵǥàɳ¦Ï°×�

�

� ǥɚ�b_{�Tɖ��TʩĝƐ�ʌŲ˝üb��˥ƀ˝ü��}z_{ʵǥàɳ�˶ř

Ī�ʄ`UȀ_|TŽĕl�uʩĝƐ�ʌŲ˝üdĥĈȱȲƫ�Üa�ĦǪ�ĝƐȽÉ£

º®È�ǳʚp�U�

�

�

�		�� ʵǥàɳ�˶ř�

�

ʩĝƐ�ʌŲƫĖǩ�b_{Ĝȳl��¾À¡×ÇÕžƐ�T�B67A:3���4��"6AA�

6C9�!>C<:G>8=3���4�ŵʝĖǩ}żȈlr�u��TĥĈȱȲƫÙǖȭ�ǀȳp�UíÚ

|�k`nu¾À¡×ÇÕƾǺ}ĝƐšǌ�ŏƉǣĖǩ�ˌȳnTʵǥàɳʩɧș�Ė

˶�ʄ`U�

ǀȳl�u

Ê¶Ñ�T����

]���ƍ�ĥ

ĈȱȲƫÙǖ

ȭ˺ ƍƌŘư˙

ȭ �˻ȿȽšǌ

}nTçȽʵǥ

�ØɿƫƾǺ

�ˡǵy�
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 Japanese Multinationals in China and International Production 

Linkages: Structural Changes and Co-ordination  
in the Industrial Interdependence 

 

 Jian Wang* and Hiroyasu Uemura**1

 

1. Introduction 
  The aim of this paper is to analyse the changing patterns of Japanese FDI and the activities 

of Japanese multinational firms in different industries in China before and after the East Asian 
crisis, and to investigate changes in their impact on interdependence between China and Japan 
in the process of economic integration in East Asia.  In order to analyse changes in 
international production linkages, we make an analysis of international input-output tables, 
taking into account the activities of Japanese multinationals in China, and we examine the 
production-inducing effects of Japanese multinationals on the Chinese economy. Furthermore, 
the implication of increasing international production linkages promoted by the activities of 
Japanese multinationals in China is investigated from the viewpoint of the co-ordination of 
production and transaction processes in Japanese multinational firms.  In this regard, the 
following three points are specifically addressed. 

Firstly, we investigate the diversity and evolution of the activities of Japanese 
multinationals in different industries in China in different periods.  Many researchers have 
analysed the positive impact of FDI on the Chinese economy both theoretically and empirically. 

However, there are few studies on the industrial specificities of Japanese FDI.  In this 
paper we analyse the dynamic effects of Japanese FDI and the activities of Japanese 
multinationals on the Chinese economy, especially focusing on their industrial specificities. 
Furthermore, we analyse different patterns which Japanese FDI exhibited before and after the 
East Asian crisis.     
   Secondly, we undertake an input-output analysis to investigate the international production 
linkages between Japanese multinationals and the Chinese economy.  The input-output analysis 
has the special advantage of taking account of intermediate inputs and backward linkages from a 
macroeconomic point of view.  In particular, the analysis is very useful in examining 
international production linkages. For example, Hasebe (2002) analysed the independence of 
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production between East Asian countries, based on the Asian International Input-Output Tables   
for 1985, 1990, and 1995. Many researchers have analysed the impact of Japanese 
multinationals on the Chinese economy, but research based on the international input-output 
analysis has not been developed sufficiently.  In this situation, Yamada’s studies are considered 
as pioneering ones to analyse the activities of Japanese multinationals in the framework of the 
international input-output analysis (Yamada(2001), (2002) and (2004)).2  In this paper, we will 
analyse changes in the impact of Japanese multinationals on the Chinese economy on the basis 
of a comparison between the Asian International Input-Output Tables for 1995 and 2000, 
following the theoretical framework developed by Yamada. 
   Thirdly, the implications of structural changes in international production linkages are 
explored by analysing the behaviours and organizations of Japanese firms in the manufacturing 
sector.  Especially for Japanese multinationals in the electrical machinery and transportation 
equipment industries in China, Fujimoto and Shintaku (2005) emphasised that the impacts of 
the “modularisation” of components in products on the local procurement of Japanese 
multinationals are different between these industries.  In this paper we discuss recent structural 
changes in international production linkages which are promoted by the activities of Japanese 
multinationals in China from such aspects as the co-ordination and evolution of production and 
transaction processes of Japanese multinationals in the different manufacturing industries in the 
process of economic integration (Isogai, Ebizuka and Uemura (2000), Uemura (2004).  

 
2㧚Japanese FDI and the Activities of Japanese Multinationals in China 
2.1 Historical Trend of Japanese FDI in China 
   First of all, we will overview the historical trend of Japanese FDI in the different industries 
in China in recent years.  As FDI is influenced very much by financial conditions, Japanese 
FDI was affected by the East Asian crisis in 1997 and 1998.  In particular, it has shown 
different patterns in the different industries before and after the East Asian crisis.  The different 

patterns of Japanese FDI are shown in FIGURE 1. 3

                                                  
2 Yamada(2001) analysed the interdependence between the Japanese, Asian and US economies and 
the impact of Japanese multinationals on the Asian and US economies, based on the Asian 
International Input-Output Table for 1990, and Yamada(2002) also carried out significant research to 
recompile the US-Japan International Input-Output Table into three parts: Japan, US, and Japanese 
multinationals, and to analyse their interdependence. Yamada (2004) recompiled the Asian 
International Input-Output Table for 1995 and analysed the interdependence between Japanese 
overseas activities, the Japanese, Asian and US economies. Wang (2004) analysed the impact of the 
activities of Japanese multinationals on the Chinese economy, based on the Asian International 
Input-Output Table for 1995. 
3  The data are from the Ministry of Finance, Foreign Direct Investment.  This data is 
reporting-based, and is often larger than the actual amount of Japanese FDI.  In Figure 1a, Hong 
Kong is excluded in the data of China even after 1997.  
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 FIGURE 1. Japanese FDI in China
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As we can see in FIGURE 1, Japanese FDI has fluctuated very largely in the 
manufacturing industry since the late 1980s.  In fact, it increased very much in 1994 and 1995, 
when the Japanese economy was faced with an appreciation of the yen.  In particular, Japanese 
FDI increased very remarkably in electrical machinery and transportation equipment in the 
manufacturing sector and commerce and real estate in the non-manufacturing sector.  When the 
East Asian crisis occurred in 1997 and 1998, Japanese FDI declined very sharply in most of the 
industries.  The number of new projects approved in each year continued to decrease, and the 
contracted FDI became lower than that in the early 1990s.  Especially, Japanese FDI dropped 
very dramatically in real estate and commerce, because it was influenced very much by difficult 
financial conditions in the East Asian crisis. 

Japanese FDI started to recover in the manufacturing sector in 2000, and it has continued 
to grow since then.  The remarkable growth of Japanese FDI is seen in transportation 
equipment, and this explains the considerable part of the increase in Japanese FDI in the 
manufacturing sector in China after 2000.  Japanese FDI in electrical machinery started to 
recover in 2000, but dropped in 2002, being influenced by the recession in the electrical 
machinery industry.  In the non-manufacturing sector, the recovery in commerce was also very 
remarkable from 2003, but Japanese FDI has remained at a low level in other 
non-manufacturing industries.   

2.2 Activities of Japanese Multinationals in China 
The sales activities of Japanese overseas affiliates in China are examined below.4  The 

                                                  
4 We use the METI, Basic Survey on Overseas Business Activities.  We can have data on the sales in 
China excluding Hong Kong, but we cannot have the data on the current profits/sales ratio and the 
procurement ratio of Japanese overseas affiliates in China. 
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sales of Japanese overseas affiliates slowed after the East Asian crisis, but they started to 
recover soon after. The trends of the sales of Japanese overseas affiliates are diversified in 
different industries in China, as seen in FIGURE 2.  The sales of transportation equipment 
have been growing continuously since the mid-1990s, supported by the expansion of Chinese 
domestic demand which was not affected so much by the East Asian crisis.  The sales of iron 
and steel as well as textile have stayed at a low level.  Commerce dropped in 1999, as it was 
influenced by the East Asian crisis.  Electrical machinery was not affected so much by the East 
Asian crisis, but it dropped very sharply in 2001 and 2002, influenced by the collapse of the IT 
boom.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIGURE2. The Sales of Japanese Overseas Affiliated in China (Industries)
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2.3 Profitability of Japanese Multinationals in China 
  Behind the large fluctuation of Japanese FDI, there have been changes in the profitability of 
Japanese overseas affiliates in China since the mid-1990s. The diversified trends of the current 
profit/sales ratio of Japanese overseas affiliates in the different industries in China are shown in 
FIGURE 3. 
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The current profit-sales ratios of Japanese overseas affiliates decreased very sharply in iron 

and steel in the manufacturing sector as well as services in the non-manufacturing sector in the 
East Asian crisis in1997 and 1998.  On the contrary, the current profit-sales ratio of Japanese 
overseas affiliates in transportation equipment was relatively stable in the late 1990s, and grew 
remarkably in the early 2000s.  In electrical machinery, the current profit-sales ratio rose in 
1999, but was stagnant because of the IT recession at the beginning of the 2000s.   
 

2.4 Local Procurements of Japanese Multinationals in China 
   Local procurement is one of the most important factors to promote international production 
linkages and the transformation of the “value-chain” of production and transaction processes. 
Local procurement ratio is defined as the share of local intermediate inputs to total costs.  The 
local procurement ratios of Japanese overseas affiliates in China have gradually increased in 
recent years, but there are also diversified trends in the different industries, as shown in  
FIGURE 4.  

The local procurement ratios of Japanese overseas affiliates in machinery and 
transportation equipment were relatively high in 1995, and they have been increasing gradually 
at a high level.  The high and stable local procurement ratio of transportation equipment is very 
impressive.  On the contrary, there has been a remarkable change in the local procurement ratio 
in electrical machinery since the middle of the 1990s.  In fact, the local procurement ratio of 
Japanese overseas affiliates in transportation equipment was 43.3%, while that in electrical 
machinery was 18.7% in 1995.  Therefore, there was a very big gap of local procurements 
between those two industries in the middle of the 1990s.  However, the local procurement ratio 
has gradually increased in the electrical machinery industry in recent ten years, and the gap has 
disappeared completely.  Behind this change in the production and transaction processes of 
Japanese electrical machinery firms, there seems to be the transformation of “value chains” in 
those firms and the growth of Chinese suppliers. Especially, the “modularisation” of 
components in products promoted the open procurements of electrical machinery firms, and this 
also increased the local procurement of Japanese multinationals in the electrical machinery 
industry in China (Fujimoto and Shintaku (2005)). 

The local procurement ratio of Japanese overseas affiliates in textiles also increased rapidly 
in the second half of the 1990s.  Then, the ratio fell in 2000, and recovered a little from 2000 to 
2002.  The local procurement ratio of Japanese overseas affiliates in iron and steel has been 
gradually decreasing with some fluctuations. This is rather exceptional to the increasing trend of 
the local procurement ratios in the manufacturing industries.  

We will see what industries Japanese overseas affiliates procure components and materials 
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from in Section 4, in which we will investigate the input coefficients of Japanese overseas 
affiliates in different industries in the manufacturing sector in China. 
 

FIGURE 4. Local Procurement Ratios
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3 㧚 International Production Linkage of Japanese Multinationals in China: An 
Input-Output Analysis 

3.1 Recompilation of the China-Japan Input-Output Table 
A. Recompilation Procedure 

In order to analyse structural changes in international production linkages, we recompile 
the China-Japan international input-output table into three parts: China, Japanese multinationals 
(JMNs) and Japan, and make a comparative analysis of the input-output tables for 1995 and 
2000.  We analyse changes in the impact of the activities of JMNs on interdependence between 
the Chinese and Japanese economies before and after the East Asian crisis.   

In the recompilation of the China-Japan International Input-Output Table to include 
Japanese multinationals (JMNs), we extract the intermediate demand between China, JMNs, 
and Japan.  Then, we formulate a new input-output table consisting of three parts: China, 
JMNs, and Japan.  This basic framework of recompilation procedures was originally 
developed by Yamada (2002). The main procedures of recompilation are summarized as follows 
(also Figure 5). 

(1) Compilation of 19-sector I-O of JMNs for 1995 and 2000---(2) Estimation of Input-output 
structures of JMNs---(2) Estimation of value added structures of JMNs---(3) Estimation of 
international freight and insurance of JMNs---(4) Compilation of export vectors of JMNs---(5) 
Recompiling the I-O table and re-adjustment 

In FIGURE 5, the first column of the recompiled China-JMNs-Japan I-O table shows the 
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input structure of each industrial sector in China.  The second column shows the input 
structure of each industrial sector in JMNs.  The third column shows the input structure of each 
industrial sector in Japan.  The fourth and fifth columns show the final demands from China 
and Japan respectively.  The sixth column shows the exports from China, JMNs and Japan to 
the rest of the world.  The seventh column is the statistical discrepancies generated in the 
process of recompiling the China-JMNs-Japan I-O Table.  

 

FIGURE 5 China-JMNs-Japan I-O Table   
 

Source: Yamada (2002) with author’s revision. 
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B. Data Sources 

The Asian International Input-Output Table:  The China-Japan I-O tables (1985, 1990, 
1995 and 2000) can be obtained from the Asian International Input-Output Table by Institute of 
Developing Economies (IDE) in Japan.   

METI, Basic Survey on Overseas Business Activities: This survey is the most commonly 
cited statistics on the activities of Japanese overseas affiliates. The Ministry of Economy, Trade 
and Industry (METI) provides the data of investment position, sales, procurements and profits 
of Japanese overseas affiliates by industry and host region.5   

Japan Finance Corporation for Small Business (JASME) also conducts a survey of 
Japanese business activities in China from 2000. JASME survey provides us important 
information on the local purchases of Japanese subsidiaries in China by industries and origins of 
suppliers. 

 
3.2. Industrial Classification 

In the METI, Basic Survey on Overseas Business Activities, the data on the activities of 
Japanese overseas affiliates are aggregated into twelve industries in the manufacturing sector 
and six industries in the non-manufacturing sector. METI’s survey provides the data of 18 
sectors, so we use the 19-sector classification here. We integrate the original China-Japan I-O 
tables into 19 sectors in our analysis. TABLE 2 shows the sector classification of our new I-O 
tables.  

TABLE 2 New Industrial Classification 

1 Agriculture 11 Electrical Machinery 

2 Mining 12 Transportation Equipment

3 Food 13 Precision Instruments 

4 Textiles 14 Other Manufacturing  

5 Wood and Pulp 15 Construction 

6 Chemicals  16 Wholesale and Retail 

7 Petroleum and Coal 17 Public Services 

8 Non-Ferrous Metals 18 Other Services  

9 Iron and Steel 19 Other Industry 

10 General Machinery   
 
3.3. Theoretical Framework of the International Input-output Analysis 
                                                  
5 The response rates of METI’s survey are about 60%, which is a limitation of the data. In fact, the 
response rate was 60.4% in 1995 and 62.9% in 2000.  
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In our study, we use the theoretical framework of input-output analysis which was originally 

developed by Yamada (2001, 2002) so that we can illustrate how production in the Chinese 

economy is promoted by the production activities of JMNs which are located in China.  

We construct an International I-O Table with three parts: China, JMNs, and Japan, using the 

following notations, X 1
:Chinese production X 2

:the production of JMNs, X3
:Japanese 

production.   A typical input-output model with these three parts can be written as follows. 
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Where, A12
, A22

, A32
 represent the input coefficient matrices of JMNs, 121XA , 222 XA , 323 XA  

represent the sales of intermediate goods of JMNs respectively.  represents the sales of 

final goods of JMNs in Chinese markets,  represents the export of final goods from JMNs 

to Japan, and  represents the export of final goods of JMNs to the other countries. 

F 21

F23
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A. Induced Production by Unit Change in Final Goods Production 
Equation (1) can be rewritten as follows.  
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Note that the final demand is described as follows, 

F11
+ +F13 E 1

=  + +F C F 21 F 23 E 2
=  + +FM F 31 F33 E 3

=  F J

FC
denotes the supply of final goods by China, denotes the supply of final goods by JMNs, 

and 
FM

FJ
 denotes the supply of final goods by Japan. 

With newly definedF , , , equation (3) can also be rewritten as follows. 
C FM FJ
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Thus, with equation (4), we can investigate how much production is induced by a unit change in 
final goods supply in different sectors. 
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B. Relative Contribution to Each Additional Final Goods Production 
To calculate the induced value added by an additional unit production of JMNs, we need to 

multiply a diagonal matrix with value added ratios  with the induced-production coefficient 
vector. 
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Moreover, induced import from the ROW(the rest of the world) can also be calculated by 

multiplying a diagonal matrix with import ratios  with the induced-production coefficient 

vector. 
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From the cost components of the input-output model, the following equation can be obtained. 
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where l is a vector whose components are one.  Thus, the sum of the value added and import 
can also be obtained as follows. 
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3.4. Results of the Analysis 
A. Induced Production by Unit Change in Final Goods Production 
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Production in the Chinese industries is induced by an increase in final goods production of 
JMNs in China, which is driven by the demand for the products of JMNs in each industry in 
China.  To investigate the production-inducing effect by a unit change in the final goods 
production of JMNs in different industries in China, we calculate the “Leontief inverse” of the 
input matrices of the China-JMNs-Japan I-O tables for 1995 and 2000.  In particular, we 
analyse coefficients in the Leontief inverse matrices for 1995 and 2000, which are shown in 
TABLE 4. 

   

 TABLE 4 Subtotals of Column Values in the Leontief Inverse Matrix  
--Changes in Final Demand for JMNs-- 

CHINA JMNs JAPAN
Food 㪈.2㪎 㪈.03 0.0㪏
Textiles 0.24 㪈.02 0.㪐㪐
Wood and pulp 0.㪏㪏 㪈.03 0.4㪎
Chemicals 㪈.2㪈 㪈.05 0.0㪍
Petroleum and Coal 0.㪏㪈 㪈.0㪈 0.0㪈
Non-Ferrous Metals 0.㪐㪍 㪈.0㪐 0.34
Iron and Steel 㪈.4㪍 㪈.05 0.0㪍
General Machinery 0.4㪐 㪈.0㪍 0.52
Electrical Machinery 0.23 㪈.03 0.㪎0
Transportation Equipment 0.㪍㪎 㪈.0㪍 0.㪐4
Precision Instruments 0.㪈㪐 㪈.0㪈 0.32

Other Manufacturing 0.㪎3 㪈.03 0.3㪈

CHINA JMNs JAPAN
Food 1.00 1.02 0.02
Textiles 0.54 1.05 0.51
Wood and pulp 1.36 1.02 0.18
Chemicals 0.87 1.05 0.44
Petroleum and Coal 0.92 1.00 0.17
Non-Ferrous Metals 1.39 1.06 0.37
Iron and Steel 0.50 1.07 0.93
General Machinery 0.86 1.04 0.56
Electrical Machinery 0.52 1.07 0.52
Transportation Equipment 0.82 1.04 0.91
Precision Instruments 0.84 1.04 0.60
Other Manufacturing 0.67 1.03 0.46
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In TABLE 4, we can make the following observations.  Firstly, in 1995, a unit increase in 
the final goods production of JMNs in iron and steel, food, chemicals, non-ferrous metals, wood 
and pulp, petroleum and coal, and transportation equipment had a significant impact on the 
Chinese economy, with the values of 1.46, 1.27, 1.21, 0.96, 0.88, 0.81 and 0.67 units, 
respectively. The production-inducing effects of JMNs in precision instruments, electrical 
machinery, and textile are limited, and one unit increase in final goods production of JMNs in 
these industries results in 0.19, 0.23, and 0.24 units change, respectively. 

Secondly, in 2000, a unit increase in the final goods production of JMNs in non-ferrous 

 11 



metals, wood and pulp, and food had a relatively significant impact on China with the values of 
1.39, 1.36 and 1.00 units, respectively.  The production-inducing effects of JMNs in general 
machinery, precision instruments, transportation equipment, textiles, and electrical machinery 
became sufficiently strong with the values of 0.86, 0.84, 0.82, 0.54 and 0.52, respectively. 
Taking into account the considerable increase in the production of JMNs in the textile, 
transportation equipment, general machinery, and electrical machinery industries in China, their 
impact on China is considerably great. On the contrary, the production-inducing effects of JMNs 
in iron and steel decreased in China in 2000.   

Thirdly, JMNs in food, wood and pulp, petroleum and coal, and non-ferrous metals with 
higher production-inducing effects on China seem to have a cooperative purchasing relationship 
with local firms and strong backward linkages in China.  The production-inducing effects of 
JMNs in precision instruments, electrical machinery and textiles were very limited in 1995, and 
JMNs in those industries purchased a small amount of raw materials and components from local 
firms in China.  However, the production-inducing effects increased in precision instruments, 
electrical machinery, textiles and general machinery from 1995 to 2000, that is, from 0.19, 0.23, 
0.24, 0.49 to 0.84, 0.52, 0.54, 0.86, respectively.  In other words, the backward linkages of 
JMNs became much stronger in precision instruments, electrical machinery, textiles, and general 
machinery.  On the contrary, the production-inducing effects on China decrease in food, 
chemicals, and iron and steel from 1995 to 2000, that is, from 1.27, 1.21, 1.46 to 1.00, 0.87, 
0.50, respectively.6  

Fourthly, the production-inducing effects of JMNs in transportation equipment on the 
Japanese economy were very strong in both 1995 and 2000.  This can be explained by the large 
amount of induced export of machinery goods and the components of transportation equipment 
from Japan to China. The production-inducing effect decreased remarkably in the textile 
industry from 1995 to 2000.  The effect of the activities of Japanese multinationals on exports 
from Japan to China, which is typically seen in the transportation equipment industry, is often 
called “induced-export effect”. We will investigate it in more detail in Section 4.7  

 
B. Relative Contributions of JMNs to Value Added  

The results of relative contributions to final goods production of equation (8) are presented 
in TABLE 5.  This shows the distribution of the effects of an additional increase in the final 
goods production of JMNs in each sector, which falls into the categories of the value added of 
three parts (China, JMNs, and Japan), import from ROW, and the cost of freight and insurance.  

                                                  
6 The operation of JMNs was very preliminary in both chemical, and iron and steel in 1995, and this 
seems to be reflected in the sharp decline in the production-inducing effects of JMNs on China.   
7 As for the explanation of “induced export effect”, see Yamada (2002).  
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In TABLE 5, we can make the following observations on the results.  Firstly, in 1995, 
significant contribution of JMNs in transportation equipment, wood and pulp, and non-ferrous 
metals to the value added in the Chinese economy was seen with the values of 39.57, 31.90 and 
30.16, respectively.  JMNs in textiles, precision instruments and general machinery were very 
small sources of value added contribution to the Chinese economy.  They generated only 5.93, 
6.45, 6.58, respectively.  

 

TABLE 5 Relative Contributions in Terms of Value Added 

CHINA JMNS JAPAN ROW TFI TOTAL
Food 㪈5.㪎5 55.22 㪎.42 㪈㪐.㪏㪐 㪈.㪎2 㪈00.00
Textiles 5.㪐3 5㪏.㪈2 㪎.4㪐 25.24 3.23 㪈00.00
Wood and pulp 3㪈.㪐0 4.㪏㪎 㪈.㪏3 5㪎.㪏2 3.5㪏 㪈00.00
Chemicals 㪈4.33 44.3㪎 㪈.㪏3 3㪏.㪍0 0.㪏㪎 㪈00.00
Petroleum and Coal 5.㪍3 0.3㪎 5.㪈2 㪎㪏.02 㪈0.㪏5 㪈00.00
Non-Ferrous Metals 30.㪈㪍 20.㪐㪏 3.2㪎 44.4㪎 㪈.㪈3 㪈00.00
Iron and Steel 㪈2.㪍2 㪈㪎.㪏㪈 㪈.45 㪍㪍.㪐㪏 㪈.㪈4 㪈00.00
General Machinery 㪍.5㪏 5㪈.22 㪈㪈.2㪎 2㪐.㪐㪐 0.㪐4 㪈00.00
Electrical Machinery 㪈㪈.㪏3 43.㪏5 㪏.2㪐 34.52 㪈.5㪈 㪈00.00
Transportation Equipment 3㪐.5㪎 52.㪈㪎 2.3㪍 4.3㪏 㪈.52 㪈00.00
Precision Instruments 㪍.45 52.㪐㪎 3.㪍5 3㪍.23 0.㪎0 㪈00.00
Other Manufacturing 㪈㪐.㪍㪏 㪍4.㪍0 4.㪎5 㪏.3㪐 2.5㪐 㪈00.00

CHINA JMNS JAPNA ROW TFI TOTAL
Food 4㪈.㪏㪍 㪈㪍.㪍5 2㪎.5㪐 㪈2.2㪐 㪈.㪍0 㪈00.00
Textiles 40.24 㪈㪎.㪏㪈 2㪎.㪈㪐 㪈㪈.㪎㪍 3.00 㪈00.00
Wood and pulp 3㪏.23 2.30 3㪈.㪈㪏 24.00 4.2㪐 㪈00.00
Chemicals 3㪎.33 3.23 2㪍.54 2㪐.㪐㪈 2.㪐㪐 㪈00.00
Petroleum and Coal 5㪍.3㪏 㪈.05 㪈㪏.㪍㪏 20.02 3.㪏㪎 㪈00.00
Non-Ferrous Metals 3㪈.㪎4 3.35 34.50 2㪏.㪎2 㪈.㪍㪐 㪈00.00
Iron and Steel 45.㪐4 㪍.㪈0 32.㪎㪏 㪈3.4㪐 㪈.㪎0 㪈00.00
General Machinery 3㪎.0㪎 㪈㪈.㪍3 3㪍.33 㪈2.㪎㪍 2.2㪈 㪈00.00
Electrical Machinery 2㪈.㪎5 㪈3.㪐㪐 32.20 2㪏.㪈3 3.㪐3 㪈00.00
Transportation Equipment 4㪍.㪈㪍 㪈㪈.04 33.㪏㪍 4.㪍㪐 4.25 㪈00.00
Precision Instruments 2㪍.㪍3 25.05 3㪐.㪈2 5.㪐2 3.2㪏 㪈00.00
Other Manufacturing 3㪍.㪐㪏 㪏.5㪐 4㪈.㪈㪏 㪈0.23 3.03 㪈00.00
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Note: ROW represents the rest of the world, and TFI represents tariff, freight and insurance. 

 
Secondly, in 2000, significant contribution of JMNs in petroleum and coal, transportation 

equipment, iron and steel, and food to the value added in the Chinese economy was seen with 
the values of 56.38, 46.16, 45.94, and 41.86, respectively.  JMNs in electrical machinery and 
precision instruments are relatively small sources of value added contributions to the Chinese 
economy with the values of 21.76 and 26.63, though the contribution increased in these 
industries.   

Thirdly, JMNs in the industries with the high contribution of valued added to the Chinese 
economy seem to have strong backward linkages in China.  JMNs in the industries with low 
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contribution of value added to the Chinese economy, such as textiles, precision machinery, 
general machinery and electrical machinery, had weak backward linkages with local firms in 
China, and they were very small sources of value added contribution to the Chinese economy in 
1995.  However, the contribution of JMNs in those industries to the Chinese economy 
increased from 1995 to 2000.  This means that the activities of Japanese multinationals have 
obtained stronger backward linkages with local firms in China, and have increasingly 
contributed to the formation of value added in the Chinese economy. 

 
4. Changes in International Production Linkages and Japanese Firms 
4.1 Investigation of Input Structures of Japanese Multinationals 

In order to consider structural changes in international production linkages between China, 
Japanese multinationals and Japan in economic integration processes in East Asia, we 
investigate thoroughly changes in input structures of JMNs, comparing the input coefficients of 
the three-part input-output tables for 1995 and 2000, which is shown in TABLE 6.  The input 
coefficients of JMNs represent the structures of “value chain” of production and transaction 
processes of Japanese multinational firms in China. 

Firstly, the input coefficients of JMNs in the textile industry are relatively high from the 
agriculture, textile, chemical, and wholesale and retail industries in China.  This shows that 
JMNs in the textile industry purchase a large amount of materials from local material producers 
and traders in China.  Furthermore, the input coefficients of JMNs in the textile industry 
increased considerably from local firms in the textile industry and wholesale and retail traders in 
China from 1995 to 2000.  

Secondly, the input coefficients of JMNs in the iron and steel industry from petroleum and 
coal, and general machinery industries in China decreased from 1995 to 2000.  On the contrary, 
the input coefficients of JMNs in the iron and steel industry were high from the iron and steel 
industry itself in both Japan and China.  The strong intra-industrial production linkages 
between firms in Japan and China are the remarkable specificity of the iron and steel industry.  

Thirdly, the change in the input coefficients of JMNs in the electrical machinery industry 
arouses great interest, because it implies changes in the behaviours and organizational 
architectures of Japanese electrical machinery firms.  The input coefficients from the 
non-ferrous metals, electrical machinery, and wholesale and retail trade industries in China 
increased remarkably from 1995 to 2000.  This is an important change in the input-output 
structures of JMNs in the electrical machinery industry behind the increase in their local 
procurements which we have seen in Section 2. 
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TABLE 6 Changes in Input Coefficients from 1995 to 2000

1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000
CHINA 1 Agriculture 0.02294 0.01319 0.00019 0.00007 0.00052 0.00032 0.00253 0.00012

2 Mining 0.00019 0.00000 0.06687 0.00642 0.00000 0.00001 0.00001 0.00134
3 Food 0.00063 0.00389 0.00122 0.00012 0.00005 0.00026 0.00027 0.00000
4 Textiles 0.04510 0.15326 0.00469 0.00029 0.00223 0.00048 0.01486 0.00311
5 Wood & pulp 0.00080 0.00054 0.00228 0.00026 0.00047 0.00065 0.00198 0.00181
6 Chemicals 0.01173 0.01174 0.00786 0.00208 0.00115 0.00436 0.00200 0.00443
7 Petroleum and Coal 0.00021 0.00004 0.05046 0.04437 0.00006 0.00008 0.00062 0.00473
8 Non-Ferrous Metals 0.00028 0.00036 0.01661 0.01367 0.01521 0.01969 0.05486 0.01012
9 Iron & Steel 0.00012 0.00000 0.22406 0.09782 0.00011 0.00207 0.03344 0.03366

10 General Machinery 0.00124 0.00000 0.04844 0.00000 0.00042 0.00129 0.00428 0.02028
11 Electric Machinery 0.00034 0.00002 0.01006 0.00003 0.05276 0.12851 0.03270 0.02185
12 Transportation Equipment 0.00010 0.00000 0.00776 0.00000 0.00004 0.00002 0.05263 0.13891
13 Precision Instruments 0.00001 0.00000 0.00083 0.00000 0.00003 0.00001 0.00051 0.00060
14 Other Manufacturing 0.00316 0.00258 0.04566 0.00387 0.00250 0.00808 0.02965 0.02232
15 Construction 0.00031 0.00000 0.00804 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00038
16 Wholesale and Retail Trade 0.01271 0.01973 0.04023 0.01405 0.01474 0.03133 0.02993 0.01518

JMNs 1 Agriculture 0.00000 0.00270 0.00000 0.00002 0.00000 0.00009 0.00000 0.00001
2 Mining 0.00000 0.00000 0.00000 0.00226 0.00000 0.00000 0.00000 0.00015
3 Food 0.00002 0.00080 0.00004 0.00004 0.00000 0.00008 0.00001 0.00000
4 Textiles 0.01455 0.03139 0.00151 0.00010 0.00072 0.00014 0.00479 0.00035
5 Wood & pulp 0.00003 0.00011 0.00008 0.00009 0.00002 0.00019 0.00007 0.00020
6 Chemicals 0.00122 0.00240 0.00082 0.00073 0.00012 0.00130 0.00021 0.00049
7 Petroleum and Coal 0.00001 0.00001 0.00271 0.01559 0.00000 0.00002 0.00003 0.00053
8 Non-Ferrous Metals 0.00010 0.00007 0.00584 0.00480 0.00534 0.00588 0.01927 0.00112
9 Iron & Steel 0.00000 0.00000 0.00693 0.03437 0.00000 0.00062 0.00103 0.00374

10 General Machinery 0.00018 0.00000 0.00703 0.00000 0.00006 0.00039 0.00062 0.00225
11 Electric Machinery 0.00014 0.00000 0.00412 0.00001 0.02158 0.03839 0.01338 0.00243
12 Transportation Equipment 0.00001 0.00000 0.00102 0.00000 0.00000 0.00000 0.00692 0.01543
13 Precision Instruments 0.00000 0.00000 0.00008 0.00000 0.00000 0.00000 0.00005 0.00007
14 Other Manufacturing 0.00034 0.00053 0.00486 0.00136 0.00027 0.00241 0.00315 0.00248
15 Construction 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00004
16 Wholesale and Retail Trade 0.00150 0.00404 0.00473 0.00493 0.00173 0.00936 0.00352 0.00169

JAPAN 1 Agriculture 0.00117 0.00018 0.00000 0.00004 0.00011 0.00009 0.00005 0.00001
2 Mining 0.00000 0.00000 0.00009 0.00000 0.00000 0.00000 0.00001 0.00000
3 Food 0.00000 0.00041 0.00000 0.00038 0.00101 0.00060 0.00049 0.00000
4 Textiles 0.25923 0.09927 0.00000 0.00042 0.00176 0.00113 0.00115 0.00268
5 Wood & pulp 0.00065 0.00442 0.00000 0.00062 0.00403 0.00286 0.00114 0.00002
6 Chemicals 0.14522 0.03381 0.00012 0.00359 0.00606 0.00494 0.00497 0.00913
7 Petroleum and Coal 0.00477 0.00232 0.00035 0.01149 0.00100 0.00088 0.00089 0.00045
8 Non-Ferrous Metals 0.00154 0.00126 0.00170 0.00368 0.02183 0.01421 0.01254 0.01117
9 Iron & Steel 0.00000 0.00002 0.00462 0.26089 0.00954 0.00600 0.01725 0.04274

10 General Machinery 0.00000 0.00181 0.00000 0.00373 0.01342 0.00914 0.00668 0.04932
11 Electric Machinery 0.00000 0.00148 0.00000 0.00231 0.14440 0.10414 0.02263 0.03844
12 Transportation Equipment 0.00000 0.00081 0.00000 0.00075 0.00085 0.00052 0.21683 0.17045
13 Precision Instruments 0.00000 0.00001 0.00000 0.00001 0.00102 0.00064 0.00038 0.00251
14 Other Manufacturing 0.00966 0.01741 0.00123 0.00679 0.02892 0.02292 0.02886 0.01292
15 Construction 0.00000 0.00189 0.00000 0.00499 0.00221 0.00174 0.00122 0.00000
16 Wholesale and Retail Trade 0.06127 0.04044 0.00102 0.04420 0.04812 0.03433 0.03389 0.03691

Note: Shadowing indicates more than 0.01.

JMNs

Textile Iron & Steel Electrical Machinery Transportation
Equipment

 

Fourthly, the input coefficients of JMNs in the transportation equipment industry from the 
non-ferrous metals, iron and steel, electrical machinery, transportation equipment, other 
manufacturing, and wholesale and retail trade industries in China were high and stable in both 
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1995 and 2000. The input coefficients of JMNs in the transportation equipment industry from 
JMNs within the same industry increased from 1995 to 2000, and this showed that JMNs have 
been increasingly supported by subcontractors or related firms which are shifted to China. It is 
also very important that the export of iron and steel as well as machinery goods from Japan to 
JMNs in China increased greatly from 1995 to 2000.  This means that the “induced export 
effect” of the operation and plant investment of JMNs has increased in the transportation 
equipment industry.    
 
4.2 Evolution of Japanese Multinational Firms Behind Increasing International 

Production Linkages 
In order to understand structural changes in international production linkages in economic 

integration processes in East Asia, we investigate them from the viewpoint of the industrial 
specificities of the “value chain” of production process as well as the behaviours of Japanese 
multinational firms.  The interpretation of the changes in international production linkages of 
Japanese multinationals is given from the viewpoint of the institutional analysis of the Japanese 
firm system.8 The summary of the analysis is shown in TABLE 7. 

The backward linkages of Japanese multinationals in the transportation equipment industry 
were much stronger than those in the electrical machinery and textile industries in 1995.  
Correspondingly, Japanese multinationals in the transportation equipment industry had stronger 
production-inducing effects on the Chinese economy.  The production process is highly 
integrated in the transportation equipment industry, so production has been supported by 
subcontractors and related firms which not only remain in Japan but also transfer their plants to 
China.  In the transportation equipment, especially, car industry, the production process is not 
easily modularised, so Japanese multinational firms have kept the high and stable level of local 
procurements, supported by the activities of subcontractors which transfer their plants to China. 
Furthermore, the market strategy of Japanese multinational firms was 
“Chinese-market-oriented” in the transportation equipment industry, so they developed strong 
ties with their subcontractors and local firms, supported by the expansion of the Chinese market 
and their high profitability which was seen in Section 2.   

 
 

                                                  
8 As for relevant researches on the firm system and institutional arrangement in Japan, see Aoki and 
Dore (1994). Aoki (2001) also summarizes the recent development of the theoretical framework of 
“comparative institutional analysis”. Boyer and Yamada (eds.)(2000) analyses institutional 
arrangements in the post-war Japanese economy and its growth regimes for different periods from 
the viewpoint of “régulation theory”. Coriat, B., Petit, P. and Schméder, G. (2006) also explains 
how globalisation and economic integration are in process, affecting each other, and emphasizes 
that FDI flows, which promote regional integration processes, still remain unstable in East Asia. 
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Textile Iron and Steel Electrical Machinery Transportation

CHINA

Increasing local
procurements, the
purchase of
materials from
agriculture and
commercial sectors

Low local
procurements, and
decreasing production-
inducing effect

Increasing local
procurements and increasing
production-inducing effects
from the late 1990s

Profitable operation with
high local procurements
and strong production-
inducing effects

JMNs

Purchasing
materials from
JMNs within the
textile industry

Purchasing materials
from JMNs within the
iron and steel industry

Increasing open
procurements and weakened
production linkages between
JMNs

Transfer of subcontractors'
plants to China

JAPAN

Decreasing
procurements from
domestic plants in
Japan

Little import of
manufactured goods
from Japan

Import of components from
related firms in Japan

Induced-export effect from
Japanese subcontractors
and steel producers

Spinning and
manufacturing
processes depend
on low wage
workers

The process industry
with big centralized
plants

Increasing modularization of
products, but some integrated
production processes remain,
Export market-oriented
originally, but increasingly
Chinese market-oriented

Integrated production
process with subcontractor
networks (Just-in-time),
Chinese market-oriented

Backward
Linkages

Industrial
Specificities of
Institutional
Architectures

TABLE 7 Interpretation of International Production Linkages -From the Institutional Point of View-

Japanese Multinationals (JMNs) in China

    In the electrical machinery industry, assembly lines were transferred to China, but a lot of 
the components were procured from their subcontractors or related firms in Japan in the 
mid-1990s.  This was caused by the specific characters of the electrical machinery industry 
that production and transaction processes are co-ordinated in a “vertical value chain”.  
However, the design rules of electrical products, for example, PC and VTR, have been 
“modularised”, and the co-ordinating mechanism of production and transaction processes has 
changed since the mid-1990s.9 Accordingly, the local procurements of Japanese multinationals 
in the electrical machinery industry have rapidly increased in China, and this has produced 
stronger production-promoting effects and has created more value-added in the Chinese 
manufacturing industry.  As for the behaviour of electrical machinery firms, the market 
strategy of those firms was “export-oriented” in the mid-1990s, but it has been shifted gradually 
to “Chinese-market-oriented” recently.  This has also promoted the local procurements of 
electrical machinery firms in China.10  

                                                  
9 As for the “architecture” of manufacturing firms in China, see Fujimoto and Shintaku (2005). The 
original idea of design rules and “modularization” was presented by Baldwin and Clark (2000). 
10 As for the relationship between market strategy and local procurement, see Wang (2004), and 
Kiyota, Matsumura, Urata and Wei (2005). In our international input-output analysis, we don’t check 
changes in the backward linkages of electrical machinery firms before and after the collapse of the 
IT boom because of the limitation of the data. 
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  On the contrary, in Japan, the creation of value added has been diminished very much in 
the manufacturing and assembly processes in electrical machinery plants, and business has been 
shifted to the design department as well as the solution department.  Accordingly, the decrease 
in value added creation in the manufacturing and assembly processes in the “value chain” 
causes the restructuring of firm organisation and a reduction in manufacturing workers in 
electrical machinery firms in Japan.11   In this sense, there is asymmetry in value-added 
creation between electrical machinery firms operating in Japan and Japanese multinationals in 
China.  The creation of value added has decreased in manufacturing and assembly processes in 
Japan, while the manufacturing and assembly plants of Japanese multinationals in China have 
increasingly promoted the value-added creation in the Chinese manufacturing industry.  

 
5. Conclusions 

As structural changes in international production linkages in economic integration 
processes are caused by interactions between the activities of multinational firms and the 
evolution of macroeconomic structures, we have analysed the structural changes, focusing on 
international input-output structures and the co-ordination of production and transaction 
processes in Japanese firms. The results of our analysis are summarised as follows. 

Firstly, Japanese FDI in China reached a peak in the mid-1990s, and fell sharply in the East 
Asian crisis.  Then, it recovered, and has subsequently increased with different patterns in 
different industries.  Japanese FDI has fluctuated in the manufacturing sector, affected by the 
East Asian crisis.  Japanese FDI has grown remarkably with high profitability in the 
transportation equipment industry after the crisis.  Japanese FDI in the electrical machinery 
industry also started to recover in 2000, but dropped with the sharp decline in sales in the 
collapse of the IT boom in 2002.  In the non-manufacturing sector, the sales of Japanese 
multinationals in commerce dropped very much with a decrease in profitability during the East 
Asian crisis.   

Secondly, international production linkages have become deeper and wider, promoted by 
the activities of Japanese multinationals.  In particular, the local procurement ratios of Japanese 
multinationals have increased in China.  The procurement ratios were high in the 
transportation equipment industry in the mid-1990s, while they were very low in the electrical 
machinery and textile industries. However, the local procurement ratios have risen in those 
industries, and according to our international input-output analysis, the intermediate inputs of 
Japanese multinationals from local firms have also increased in China. The production-inducing 
                                                  
11 Uemura (2004) analyses the effects of changing value chains in electrical machinery firms on the 
employment system on the basis of a questionnaire survey. The change also affects the boundary of 
firm in the electrical machinery industry. As for the dynamic theory of the boundary of firm, see 
Langlois (1995). 
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effect of Japanese multinationals in the transportation equipment industry was larger than that in 
the machinery industry in 1995, but the effect increased in the machinery industry from 1995 to 
2000. Namely, the backward linkages of Japanese multinationals have increased considerably in 
the machinery, especially electrical machinery, industry in China.  

Thirdly, different backward linkages of Japanese multinationals between different 
industries imply the industrial specificities of “value chain” of Japanese firms. The backward 
linkages of Japanese multinationals in the transportation equipment industry were stronger than 
those in the electrical machinery industry in China in the mid-1990s.  In the electrical 
machinery industry, assembly lines were shifted to China with the procurement of components 
from subcontractors in Japan, because production processes were still vertically integrated.  
However, with the modularisation of electrical products, the local procurements of Japanese 
multinationals have rapidly increased in the electrical machinery industry.  In the 
transportation equipment industry, production processes have continued to be integrated, so the 
level of local procurements has been stable with the shift of Japanese subcontractors’ plants to 
China. In the future, international production linkages will be stronger, promoted by the 
activities of Japanese multinationals. This will determine the evolution of the production and 
transaction processes of Japanese firms as well as the growth pattern of the Chinese 
manufacturing industry in the process of economic integration in East Asia. 
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régulation: L’état des saviorsÎBoyer, Saillard, 1995ÏƁԵܶƊǁƛƀƾ 10 వŷƳƿǇٶƔࠜہஊƠ

ſŹƛƷ¦໖Ԇբƣ਼ۣԼ୴ƟװאڪƁॠǈƕƝƤߵǄǁƟŹ§Eymard-Duvernay (2006a)

ƠࡹƶƾǁƔ༶൘ƠƤ¦໖ƣ਼ۣԼ୴װאڪƣҔృডƠׄۄƎǀƷƣƷ੨ޟƎǀƁÎUghetto,

2006; Thévenon, 2006ÏƁ¦Amable, PalombariniÎ2005Ïƣ࣋บÚণࠟޑٶԆƤືԆƜƤƟŹÛ

ƠકƊǁǀƽŻƠ¦TRƤӣƌƛ ECƣືԆ୴ٟ܂Ơƌƛೇಡ୴ƜŷǀƽŻƠߵǄǁǀ§

Eymard-DuvernayÎ2006a, bÏƤ 2003 వƣ EC ƣǟțȅǠǎȈƠſƆǀඓݒǇ༵ࡹƌƔƷƣƜŷǀ

Ɓ¦࣋ƠࡹƶƾǁƔ EC ƣאڪǿȕǘȑȈƠƎǀǛȉțǰÎBoyer, 2006ÏƠſŹƛ¦R, Boyer

ƤϞҌƣƽŻƟЀರ୴ƟೇഀǇܶƟƘƛŹǀ§

ƣޟہ¥ ECÎEC2ÏƤ¦ܶƣЀರື༶ǇஂәƎǀƈƝƠƽƘƛ¦߲तޑٶƣռਕ¦ƟƾƨƠǛ

ÀǯǋǵÀǟȏțງࠬſƽƨՃࢆÎconventionsÏƣ੯ງডǇ¦ґٵƠƷƝƚŹƛผƌƽŻ

ƝƌƛŹǀƁ¦ƈƣאڪǿȕǘȑȈƤϞҌƣƽŻƟభ࠭༶¦ື༶ſƽƨඝඟ༶झƣเચǇࠛƘƛ

Źǀ§ÎĹÏEC ƤޑٶԆƝࡎޑٶӁԆƣே݉Ǉุ߶ƌƛŹǀƁ¦ࠜہஊƜƤאڪƣतǇৎәŹƔ

ƣƴƜŷƘƛ¦٧ࠬ୴ƠতƘƔື༶ǇୟשƌƛƤŹƟŹ§௫Ơ¦ণࠟ୴ൌৃƠդƎǀאڪƤ¦ঝ

ணŷǀŹƤণࠟ୴ୖڎƣீডƠդƎǀґಡƣҜƔƎ๎ԒƠ࠵ۋƌƛŹǀƁ¦ญ֫ࡣࡣƭƣ

                                                  
1 Eymard-DuvernayÎ2005ÏƤ¦ȆǗȕືޑٶ༶Ɲƌƛƣ TRƝඝඟ༶୴֫ࡣॣۈƠƷƝƚƄȇǗ

ȕືޑٶ༶Ɲƌƛƣ ECƝŹŻ¦TRƝ ECƣذ൬ƣߣඝǇುୖƎǀ§ƳƔ¦R. BoyerÎ2004ÏƷ¦

ࠧࡒȉÀǓÀƣ࠾આאڪǇռਕƝƌƔবߘȊǯȓ༶ÎBoyer, Freyssenent, 2000ÏƣஂәǇశƠ¦

ƣޟہ TRƁȃȒǡǮǋǫǗƟȆǗȕޑٶԆƠƝƞƳƘƛŹƟŹ࠾ࠔǇ߶୰ƌƛŹǀ§



ƝŹ֫ࡣࡣƁণࠟϼƣॊ୴ґƜŷƘƔƝƌƛƷ¦ญ֫ࡣࡣຽǁƌƛŹǀƌ¦ญ࠾ہƤׄۄ

ŻڦƣਚऻঝƠƊƟŹণࠟ୴ұƣൌৃƤܶƟǄǁƛŹƟŹ§ÎĺÏÌbienÍƝŹŻӣశƷ

ਗ਼ŽఙŹፖƊǇࠛƘƛŹǀ§ЀඝƜ¦bienÎun bien, des biensÏƤࢺ୴ޑٶԆƣॊ୴Ɵӣశ

ÎƎƟǄƖޢÏƜŷǀƁ¦ƈǁƠਆƄϯƟƘƔކӂǇܶƟƘƛޢƣൌÎnomenclature des biensÏ

ƁࡎӁ୴Ơ٧ঢƊǁƔƷƣƜŷǀƈƝǇଠƌƛŹǀ§੮ඝƜ¦bienÎle bienÏƤԖϼƠſ

ƆǀґಡƣہƜŷƘƛ¦ƈƣत݉ƣ le bien ƣϩƤਂࡐƣϩƝƤਆƄϯƟƘƛŹǀ§ƈ

ƣ໖֫ডƣƻŽƠ¦ື ༶٧ঢƤǯǋȔțȆƠପศƌƛŹǀ§ɦ Boltanski, Thévenot Î1991Ï¦Thévenot

Î1989ÏƠࠤƊǁƔƽŻƟງ½ƟÌǟǮÎcitésÏ2ÍǇୖ֫ƌƔ༶ືƠƌƔƁƘƛງ½Ɵґٵ

Ǉؑ୴Ơୖ֫Ǝǀत݉¦ϼ෦ƠϯƟƘƔືں࣎Ɓ൛੨ƎǀƈƝƠƟƿ¦ேЀ୴ƟǊǿȕÀǩ

ƁݤఙƜŷǀ§ʲ֫ƠդƎǀງ½Ɵືںƣբƣ਼ۣޮƠƽƘƛੵװƁবǁǀƝܯŽǀत݉¦

ƈƣੵװƣডӸƹੵװƣ੨ҔృডǇผƎǀ࣎ຑЌƣൌৃƁ೮ຑƠƟǀƁ¦EC Ƥƈƣੵװƣ

ൌƠஂәƌƛŹƟŹ§ÎĻÏ¦ƌƛŹǀƷƣƣࠤǇผƜƂǀÌǮǡǰ(épreuve)ÍƣӣశǇୟہࢪ

ӴԖϼƠſƆǀґಡƣ٧ঢƁՃࢆ¦ǛÀǯǋǵÀǟȏțງࠬ¦ſƽƨঝணƣہࢪƠƝƘ

ƛේ࠽୴Ɵ࢟ຑডǇࠛƘƛŹǀƽŻƠߵǄǁǀƁ¦ƒƣत݉ƠƤঝணƠդƎǀືԆ୴ǊǿȕÀ

ǩƠƽƘƛື༶Ɓ֖ಳ୴ডӸǇƷƙƈƝƠƟǀ§ƈǁǇೖƆƽŻƝߵŽƥ¦ՃࢆƁ֫ƠդƎǀ

Ì൘ඟÍƣڑҜƝƌƛƀǁǀ೮ຑƁŷǀƁ¦ƌƀƌ EC ƤƈƣÌ൘ඟÍƣਂ࣎ୟǇࠤƌƛŹƟ

Ź§ƙƳƿ¦ECƣ๊ॊ୴ٽאڪҸƤື༶୴ƠഖԼਆƜŷǀ§

¥Boyer (2006)ƤƊƾƠ EC ƣռේ୴ƟܯŽඝƠդƌƛ¦ਆƛƣ conventions Ɓґಡƀƾবǁ

ǀƝƤۄŽƟŹƈƝ¦շؐƣਚऻ٧આƹǛÀǯǋǵÀǟȏțұƣ੯ງডǇผƎǀƔƶƠੵװ

ӣశƁߦǄǁƛŹǀƁ¦ƈƣੵװӣశƁፖƀƙณࢼƌƛŹǀƈƝ¦ƳƔࠏේ֫ࡣƣൌৃƷഖ

ൌƜŷǀƈƝƟƞǇ߶୰ƌƛŹǀ§ƝƤŹŽ¦BoyerÎ2006ÏƤࠜƠշؐਚऻƣൌৃƠſƆǀ TR

Ɲ ECƣÚ؋ƄƮƂࡹጡÛǇ߶୰ƌƛŹǀ§ƎƟǄƖ¦ECƠſŹƛƤ¦Boltanski, Thévenot Î1991Ï

ƠſƆǀÌǟǮÍƣൌৃǇಓஂƊƐƔշؐ༶Ɓ¦Eymard-DuvernayÎ1989Ï¦SalaisÎ1994ÏƠƽ

ƘƛஂәƊǁ¦੮ඝ¦TR ƠſŹƛƤ GERPISAÎࠧؐߘࡒƝƒƣ༡ௗࡐƠդƎǀׁܓ୴אڪǘ

ȓÀǿÏƣණഛƟ࠾ऒאڪƠƷƝƚŹƛবߘȊǯȓ༶ÎBoyer, Freyssenet, 2000ÏƁஂәƊǁ¦໖

ƾǁǀ¦Ɲ§ƝƤŹŽ¦ǄǁǄǁƤگডƁࠕƣբƠࡐ TR ƣবߘȊǯȓ༶Ɲ¦EC ƠſƆǀ F.

Eymard-Duvernay ƣշؐȊǯȓ༶ÎEymard-Duvernay, 1989ÏŷǀŹƤ conventions constitutives ༶

ÎEymard-Duvernay, 2004Ï¦R. Salais ƣ conventions du travail ༶ (Salais, 1994)ƝƤ¦ඝඟ༶୴Ơ

ແƎǀƷƣƜŷƿ¦्ۉ୴շؐື༶ƠܕƎǀ࠾ہ୴Ɵշؐື༶ǇஂәƎǀƝŹŻุ୴ƀƾ

ƌƛ TRƣবߘȊǯȓ༶ƠƽƿગƂƟҔృডƁ੨ޟƎǀƝܯŽƛŹǀ§ϞҌ¦ේඓݒƠſŹƛƤ¦

Boyer, Freyssenent (2000)ƣবߘȊǯȓ༶Ɲ SalaisÎ1994Ïƣഌ࠽ª༡ௗƣ conventions ༶ſƽƨ

                                                  
2 ÚǟǮÛǇՖڏƠୖ֫ƌƛۄŽƥ¦ܶƣேҍƠդƎǀ൘ඟƝƌƛƎƈƝƁƜƂǀ§ƈƈ

ƜƣÚ൘ඟÛƝƤ¦࢘ǄǁǀƮƂ֖ÎrèglesÏƜŷǀƝƴƟƊǁƛŹǀ§ƝƤŹŽ¦ේܨƜƤ

ÚǟǮÛǇ¦࠾ہ୴ƟࡎӁؽբƜƤƟƄ¦ସƣ୴າщÎavantages collectifs = bien commun ––
Boltanski, Chiapello, 1999ÏǇґಡƣռࢺƝƌƛ૯࣒ƚƆƾǁƔ༶ື୴ƟࡎӁؽբƝƌƛືӂ

ƌƛſƄ§



Eymard-Duvernay ƣշؐȊǯȓ༶åconventions constitutives ༶ǇೊԁڥௌƎǀƈƝƠƽƘƛ¦Ƴ

ǁǀאڪඝ܂ǇࠤƎƈƝƠƎǀ§ƶ߶୰ƌƛſƆƥ¦ǄǁǄǁƤ EC ƣඝඟ༶୴༾ਚƴƤೇಡ

ƎǀƁ¦ƒƣ࠾ऒ୴ศƠƙŹƛƤฑࠉƌƛŹƷƣƜŷǀƝƤܯŽƛŹƟŹ§

ĺ¥Ȕǖȍȑǟǒțƣշؐ༶

Boyer, FreyssenetÎ2000ÏƣবߘȊǯȓ༶Ƥ¨ࠧࡒȉÀǓÀƣշؐǟǡǮȈƣॠҍұƣ࠾

આאڪǇռਕƠȇǗȕªȔȁȓƠſƆǀবߘȊǯȓƣ੯ງডƝƒƣȆǗȕޑٶԆ୴੨ޟपڕǇື

༶୴ƠผƌƽŻƝƌƔƷƣƜŷǀ§

ƈƣবߘȊǯȓ༶ƣٰƠƤ¨R. Boyer Ǉື༶୴߶ࡐƝƌƛڄŽƛਚऻƊǁƔ GERPISAÎࠧ

ؐߘࡒƝƒƣ༡ௗࡐƠդƎǀׁܓ୴אڪǘȓÀǿÏƣ 1992 వƠ߭ƳƘƔޝݓאڪÚ्ƌ

ŹؐߘȊǯȓƣہࢪÛÎ1993-96 వÏſƽƨÚǘȕÀǸȓҍƝȒÀǠȏǲȓҍƣբƠŷǀࠧߘࡒ

ؐÛÎ1997-99 వÏƣאڪঢҜƁŷǀ§ƈƣאڪঢҜƤ෦వƣǟțȅǠǎȈƠſŹƛඓݒƊǁǀƝ

ƝƷƠ¦ǯǋǡǓǫǟȏțȂÀǹÀ Actes du GERPISAÎ2006 వࠜஊƜ 40 ݈ǇঊŽǀÏƠۼ

Ɗǁ¦ƊƾƠ GERPISA ƤאڪƣঢҜƝƌƛ 1970 వϞ݁ƠſƆǀࡣຑƟࠧࡒȉÀǓÀƣշ

ؐǟǡǮȈƣॠҍǇোഗƆƔ Freyssenet et al. (1998)¨বߘǟǡǮȈƣӒӞϰஈƣ࠾ہǇผƾƀƠ

ƌƔ Boyer et al. (1998)¨ࠧࡒȉÀǓÀƠſƆǀ༡ߦդٞƣ࠾આǇผƌƔ Durand et al. (1998)¨

ഌәಓƝবߘǟǡǮȈƣ࠾આאڪƜŷǀ Lung et al. (2000)¨ࡣຑƟࠧࡒȉÀǓÀƣǘȕÀǸ

ȓҍৣໄƣ༊ߩƝ࠾આǇผƌƔ Freyssenet et ali. (2003a, 2003b)¦ Humphrey et al. (2003)¦ Charron

et al. (2004)ǇԵܶƌ¦ƳƔȊǶǘȑǽǋÀƝƌƛ ShimizuÎ1999Ï¦Boyer, FreyssenetÎ2000ÏǇࢪ

ಫƌƛƂƔ§R. Boyer Ɲ M.Freyssenet Ƥƈƣאڪƣື༶୴ਿԕǇૂீƌ¦෦వƣǟțȅǠǎ

ȈƠſŹƛೄƾƣൌৃǇඓݒƌƛௌ༶Ơഗƌ¦ܯǇ॒ƶƛƂƔ§ේඓݒƁऊӀƎǀ Boyer,

Freyssenet (2000)ƤƈƣƽŻƟאڪƣঢҜƜŷǀÎऔƌŹऊӀƤপॻ¦2005Ï§

3.1 বߘȊǯȓ༶ƣൌৃੇ«າৣࢻໄ¨ঢଥൌౡງࠬſƽƨ CG װੵ

¥Boyer, FreyssenetÎ2000ÏƤ GERPISA ƣאڪǇռਕƝƌƙƙ¨շؐൌৃƠາৣࢻໄǇద

ƌ¨ƳƏƤາৣࢻໄƣ਼ϷƠƽƘƛշؐբƣݹϯǇࠤƒŻƝƎǀ§ƈƣາৣࢻໄƤշؐƁৼઢƌ

ଵƎǀາڿࢻ২ƽƘƛୖ֫Ɗǁǀ§

 ࠧࡒȉÀǓÀƣאڪƀƾ՝ƊǁƔາڿࢻ২Ƥ֖หƣޑٶ¨ഌƣ੯ງҍ¨݄ഌ࠽¨ഌǌ

ǶȁÀǟȏț¨বߘƣǽȔǕǟǻȒǮǋÀ¨ƒƌƛٷ୴ƟںґھƜŷǀ§շؐƤƈǁƾƣາ

ƎǀƈƝƤƜ২ǇଵڿࢻƌƟŹƝƌƛƷ¨ࠜƀƙணƠƎƮƛƣາࠉ২ƣŹƏǁƷฑڿࢻ

ƂƟŹƌ¨ĺƙƣາڿࢻ২ǇࠜƠଵƎǀƈƝƎƾݤఙƁƝƷƟŻ§ƄƾǁƛŹǀǇŷ

Ƈǁƥ¨ഌƣ੯ງҍƝ֖หƣޑٶƣࠜہ࠾Ƥ GM ƣ A.ǡȕÀțƠƽǀؐࠔശঝƣదƝശ

ഌƣସҍƠƽƘƛࣃƶƛҔృƠƟƿ¦੯ƄƣշؐƁƈƣৣໄǇหඏƌƔƣƜŷǀƁ¦ঢ۽ƌƔ

ƣƤ 1970 వકϞ݁ƣǽǑȓǗǡȗÀǚțªǘȓÀǿƣƴƜŷƘƔ§ƽƘƛ¨ൃঊƣາڿࢻ২Ǉ



ࠜƠଵƎǀƈƝƤǊªǿȒǒȒƠƤҔృƜŷƘƛƷ࠾ہƠƤݤఙƁಠŹ¨շؐƤ௫ୖƣາࢻ

ƎǀƈƝƷչ২ǇଵڿࢻƝƍາࡦ਼২Ǉড়ƎǀƈƝƠƟǀ§੮ඝ¨շؐƠƝƘƛƤڿ

Ɯŷǀ§ƔƝŽƥ¨1960ڵ వકƠǽǑÀǱƝǗȑǌǡȑÀƤ GM ƣৣໄǇหඏƌƛŹƔƁ¨ࡡ

ࣦƣǗȑǌǡȑÀƤড୴ƟٶжչभઆƠŷƘƔ§ƒǁƻŽ¨ƠſŹƛবƂߢǀƔƶƠշ

ؐƤ਼ࡦƝƤϯƟƘƔາڿࢻ২ǇଵƎǀƝŹŻƈƝƷൌܯŽƾǁǀ§ǗȑǌǡȑÀƤ

1990 వકƠǌǶȁÀǟȏțৣໄƠஈՅƎǀƈƝƠƽƘƛٶжǇڠކƌƔ§ƳƔతේƠſŹƛƷ¨

ƤഌǌǶȁÀǟȏțࡒ೫ࠧߎ¨ƎǀǰȐǧƠƌƛ¨ȃțǨƹȆǬǨࠉ࢟Ǉھґں୴ٷ

Ǉࠉ࢟ƌ¨తߘƤഌƣ੯ງҍƝ֖หƣޑٶǇࠉ࢟ƌƛŹƔÎFreyssenet et al. 1998; Boyer,

Freyssenet, 2000Ï§

¥ϞझƣƽŻƠ¨շؐƣາৣࢻໄǇ¨շؐƁ࠾ہƠৼઢƌƔࡣຑƟາڿࢻ২ƠƽƘƛୖ֫ƌ¨ƈ

ǁƠƽƘƛշؐբƣݹϯǇผƎǀƈƝƁƜƂǀ§ƀƄƌƛ¨Boyer, FreyssenetÎ2000ÏƤࠧࡒ

¨ໄ¨੯ງডªǽȔǕǟǻȒǮǋÀৣໄ¨ৣໄৣ࠽ໄƝƌƛഌৣࢻƊǁƔາझ՝ߩƣ༊ؐߘ

ঝޝݓ

າৣࢻໄ

װੵ(%

௨ƣঢଥƝൌౡƣງࠬࣄญݓ

༡ௗ߲त

ഌৣໄ

বߘਚऻ ۟դٞ

      ॴ 1«বߘȊǯȓƝƒƣࡎӁޑٶՐ



ª੯ງডৣໄ¨ٷ୴ںґৣھໄſƽƨǌǶȁÀǟȏțªǽȔǕǟǻȒǮǋÀৣໄƣ 6 ƙǇ

ŷƇƛŹǀ§ഌৣ࠽ໄƤǨǌȈȑÀªȁțǬ¨BMW ƹȄȓȄƣÚǡȂǟȋȒǡǰÛƣৣໄƜ

ŷƿ¨੯ງডªǽȔǕǟǻȒǮǋÀৣໄƤࣃֈƣࠧࡒȉÀǓÀƹȊÀȒǡƣǌǖȒǡշؐƣ

ৣໄƜŷƘƔ§ৣໄƤǽǑÀǱſƽƨǻÀǰȓࠜકƣǽǑȓǗǡȗÀǚțƣৣໄƜŷƿ¨ª

੯ງডৣໄƤǡȕÀțƣ GM ƹ 1970 వકϞ݁ƣǽǑȓǗǡȗÀǚțªǘȓÀǿƠકƊǁǀৣ

ໄƜŷƘƔ§ٷ୴ھґৣھໄƤǰȐǧſƽƨǿǠȏÀƣଵƌƔৣໄƜŷƿ¨ǌǶȁÀǟȏ

țªǽȔǕǟǻȒǮǋÀৣໄƤȃțǨƠકƊǁǀৣໄƜŷǀ§

¥ƝƈǂƜ¦ƈǁƾƣາৣࢻໄƤŷƾƻǀࠜકƝतࣄƠſŹƛੵீƎǀǄƆƜƤƟŹ§շؐƤЀ

ರƠ¨߲तƝ༡ௗƝŹŻĺƙƣϼƠſŹƛഖӼ࠾ডƠପศƌƛŹǀ§ЀඝƜ¨շؐƤ¨ƌ

ƔഌǇ੫щൌրஊϞझƠಲ౪Ǝǀ೮ຑƁŷǀƁ¨ƒƣƔƶƠƤ߲तƠൌƟࡷຑƁ੨ޟƎǀ೮

ຑƁŷƿ¨ƳƔշؐƤࣻೕࡐƣ႒܇ÎґӸ¨ഌ࠽¨੯ງডªݹ൬ҍ¨्սড¨ÏǇܯ໐ƌ

ƔϠǇӼൽƎǀ೮ຑƁŷǀ§Boyer, FreyssenetÎ2000ÏƤື༶୴Ơ¨ƈƣ߲तเચǇޑٶƣ

ಓஂॻࢺƝࣄ௨ൌౡƠϡ੨ƎǀƷƣ¨ƌƔƁƘƛȆǗȕޑٶƣঢଥൌౡງࠬƠƽƘƛ֖ୖƊǁǀ

ƷƣƝܯŽǀ§੮ඝ¨༡ௗƣഖӼ࠾ডƝƤ¨༡ௗࡐƁ೮ƏƌƷٶжƣຑƎǀǶȓȈÎবߘ¨

ഌ࠽¨ǛǡǰſƽƨూֈÏǇঢƎǀƝƤۆƾƟŹƝŹŻเચƜŷƿ¨ƈǁƤЀರ୴Ɵ༡ௗ߲त

ƣเચƜŷǀƝƝƷƠ¨շؐఊƠſƆǀ༡ߦդٞƣเચƜŷǀ§ƔƝŽƥ¨༡ௗਚ݉Ƥƍਆ൦

ࠧࡒ༡ਚÎUAWÏƜŷƘƛƷ¨GMƝǽǑÀǱƠſŹƛƤ༡ߦդٞƁϯƟƿ¨ƒƣƔƶƠ 1990

వકϞ݁ƠſƆǀ໖ࡎƣٶжڠކƠƤગƂƟݹϯƁবǁƔÎFreyssenet et al., 1998Ï§ƒǁƻŽƠ¨

༡ௗเચƠƙŹƛ Boyer, FreyssenetÎ2000ÏƤ༡ߦբੵװƣŷƿඝǇࠉ࢟ƎǀƈƝƠƟǀ§ƀƄ

ƌƛ¨Boyer, FreyssenetÎ2000ÏƤ¨շؐƣৼઢƎǀາৣࢻໄƁੵீডǇࠛƙƔƶƣपڕƝƌƛ,

ʱշؐԖƣƎޑٶƠſƆǀÚݓญࣄ௨ƣঢଥƝൌౡƣງࠬÛÎϞҌ¨ঢଥൌౡງࠬÏƠƎ

ǀາৣࢻໄƣੵீড¦ſƽƨʲЀ՟ƌƛາৣࢻໄǇঁܶƌŻǀƔƶƣշؐఊǊǗǧÀբƣ¨

ƝƄƠ༡ߦբƠſƆǀÚǛÀȅȔÀǰªǔǸǲțǡƠƙŹƛƣੵװÛÎϞҌ¨CG ডژÏƣմװੵ

ǇŷƇǀƈƝƠƟǀ§

¥ঢଥൌౡງࠬƤ¦ࡣຑƟঢଥڿ২Îழࠏ¦ࣻೕ¦ࢪ¦ÏƝࣄ௨ൌౡງࠬÎÚ୴ÛƜŷ

ǀƀ¦ݓఊƣবߘডŷǀŹƤӞƠѰƍƛÚଠতƊǁƔÛൌౡງࠬÏƠƽƘƛୖ֫Ɗǁǀ§

ÎĹÏ٥ঢଥൌౡງࠬƤ¦Ӟ୴ƠәගƊǁƔࠧළϫޑٶƣঢଥൌౡງࠬƜŷƿ¨ޑٶঢ

ଥƤӴշؐƣݓఊӞƣ߲तƠſƆǀƠϡ੨ƌ¦ࣄ௨ൌౡƤ୴Ɯݓఊſƽƨؐߘఊƣ

դٞ¨ſƽƨշؐƣޢฏभƠϡ੨ƌ¨Ӟ୴ঝ๏ƝߘƣչڵডƁଠতృǇҜƔƎ§ƈŻƌƔ

௨ൌౡƁഖൟƀƙഖϖୖƜŷǀƔƶƠ¨߲तƤ਼୴ƠࣦƊƄ¨Ƴࣄ୴ൌౡդٞƣҌƜƤ

ƔഖϖୖƜŷƿޙൌҍƊǁƛŹǀ§ƈǁƤǌǖȒǡƹ¨ઘ 1 ࠝঘӔગৣਂƣȐÀȕǫǹݓ࣎ƣঢ

ଥൌౡງࠬƜŷǀ§ÎĺÏࣻೕࡣª٥ঢଥൌౡງࠬƠſŹƛƤ¨ޑٶঢଥƤݓఊࣻೕƠڧ

ЎƊǁ¨ࡷຑƤϖୖ୴ƜગƂŹƁ¨୴ൌౡƣƔƶƠഛƣݹƁŷƿ¨ƌƔƁƘƛࡷຑƤࡎӁ

Ӛਪ෦ƠϯƟƘƔƷƣƠƟǀ§ƈǁƁ¨ઘĺࠝঘӔગৣƳƜ¨ƒƌƛ 1980 వકϞ݁ƣǊȉȒǓ

٥ঢଥൌౡງࠬƤ¨దǇӶªࡣࢪޢ୴ґӸƣঢଥൌౡງࠬƜŷǀ§ÎĻÏݓࢊ݉

ગƎǀƈƝƟƄ¨ড়ॠݓؐ܋ƠƌƛƳƏƤדഌǇࢪƌ¨ࠝŹƜƽƿ৪༕ƊǁƔޢǇ୴



ґӸƜࢪƎǀƈƝƜঢଥǇঁƇƔզݓƠકƊǁǀǊǠǊݓ࣎ƣঢଥງࠬƜŷƿ¨ൌౡງࠬƤ

ªଠত٥ঢଥൌࡣӁӚਪ෦ƠϯƟƿ¨ƳƔഖϖୖƜŷǀ§ÎļÏࣻೕࡎ୴Ɯŷƿ¨߲तƤ

ౡງࠬƠſŹƛƤ¨ঢଥƤݓఊࣻೕƠڧЎƊǁ¦ࣄ௨ൌౡƤਆݓ୴Ơ¨ݓఊƣবߘডƣझࣲƠ࢘

ƘƛଠতƊǁ¨ࣄ௨ൌౡझƣӸݹƷࣦƊŹ§ƒƣڑҜƝƌƛƣЀರ୴ƟবԖॻࢺƣ܂झƝ¨ೊԁ

୴ൟƜϖୖƌƔࣄ௨ൌౡƠƽƘƛગ֖หƟੇ߲तƁবǁ¨ƙŹƜࡷຑƣݹ൬ҍƁॠǈƕ§ƈ

ǁƁ 1945 వƀƾ 1980 వƠƀƆƛƣǊȉȒǓ¦ǽȑțǡſƽƨǌǧȒǊƣঢଥൌౡງࠬƜŷƘƔ§

ÎĽÏ௫ҍޢࡣࢪªଠত٥ঢଥൌౡງࠬƠſŹƛƤ¨ঢଥƤবߘ௫ҍƌƔޢƣࢪƠƽƘƛ

௨ൌౡझƣӸࣄ୴ƠଠতƊǁ¨ƌƔƁƘƛݓƣ൱ƠѰƍƛਆ௨ൌౡƤӞࣄ¨ЎƊǁڧ

तƁಓƎǀ§ƒ߲דƣƻŽƠझتƷࣦƊŹ§ƈƣঢଥൌౡງࠬƠſŹƛƤ¨਼୴Ɵ݄ମݹ

ƣڑҜ¨ݓఊࣻೕƁډߧƊǁ¨ழࡷࠏຑƷӶગƎǀ§ޟہƣǱǌǬƹұטƣǡǎǏÀǯțƣঢଥ

ൌౡງࠬƁƈǁƜŷƘƔ§ÎľÏ୴ґӸޢࡣࢪªଠত٥ঢଥൌౡງࠬƠſŹƛƤ¦ঢଥ

ƤґӸǇࠛƙޢƣࢪƠƽƘƛڧЎƊǁ¦ൌౡƤӞƠƽƘƛہ࠾ƊǁƔາщƠѰ

ƍƛଠতƊǁ¦ࣄ௨ൌౡझƣӸݹƷࣦƊŹ§ƌƔƁƘƛ¨୴ґӸޢࡣࢪªଠতƝƍƄ¨

ࢪƠڧЎƊǁƛݓఊƣࣻೕࡷຑƝழࡷࠏຑƁӶગƎǀ§ƈǁƁతේƣঢଥൌౡງࠬƜŷƘƔ§

Boyer, FreyssenetÎ2000ÏƤϞझƣƽŻƠঢଥൌౡງࠬǇডӸƚƆÎ੮ƠÚഖƝழࠏÛ٥ঢଥൌ

ౡງࠬſƽƨÚഖൟªકÛ٥ঢଥൌౡງࠬƠƙŹƛƷׄۄƌƛŹǀÏ̈ շؐƣৼઢƎǀາࢻ

ৣໄƁƈƣƽŻƟȆǗȕޑٶƣঢଥൌౡງࠬƠ୶݉ƌƛŹǀƣƀƞŻƀǇเŻƈƝƠƟǀ§

੮ඝ¦າৣࢻໄǇЀ՟ƌƛঁܶƜƂǀƔƶƠƤ¦շؐƣഌণ¦বߘਚऻ¦۟ª༡ௗ

դٞƁາৣࢻໄƠۋƟຑƠ୶݉ƌƛŹǀ೮ຑƁŷǀ§ƝƈǂƁ¨ƎƮƛƣշؐƁƈǁƾƣຑ

ਙǇधƠ۾ເ୴Ɯত݉୴ƠਚऻƜƂǀƝŹŻǄƆƜƤƟŹ§າৣࢻໄƝڑƨƙŹƔഌণǇ൬

ƠƎǁƥ¨ƈǁƾƣܟঢຑਙƤ¦շؐƠƽǀϩॴ୴ƜЀ՟ƌƔৼઢƣڑҜƜŷǀƝŹŻƽƿ

Ʒ¦਼ۣƠณࢼƌƔৼઢ¦շؐǊǗǧÀբƜƣແƹӞ୴ঝ๏ƣڑҜƜŷǀƔƶƠ¨ਆƝƌƛ

ত݉ডǇڍƄत݉Ɓ੯Ź§ڷٶ୴՝ÎFreyssenet et al., 1998ÏƠƽǁƥ¨າৣࢻໄƝƒƣࡦہ࠾

Îഌণ¨বߘਚऻ¨۟ª༡ௗդٞÏƝƣբƣত݉ডƁہ࠾ƊǁϱࠛƊǁǀƣƤ¦շؐǊ

ǗǧÀÎԢٶ¨ࡣжؐ࢘¨ࡐЋ¨༡ௗਚ݉¨ǝǿȑǌȌÀ¨ǯǋÀȑÀÏƁƳƏৣໄƒƣƷƣ

ƠƙŹƛ݉ϩŷǀŹƤࡱƌ¦ࠝ ŹƜގǀƮƂࡦƠƙŹƛ݉ϩªࡱƎǀत݉ƣƴƜŷǀ§Boyer,

FreyssenetÎ2000ÏƤ¦ƈƣາৣࢻໄƝƒƣࡦہ࠾ƠդƎǀշؐǊǗǧÀբƣ݉ϩǇ CG Ɲװੵ

ୖ֫Ǝǀ§ƈƣշؐǊǗǧÀբƠ݉ϩƁঢແƎǀƣƤ¦ƈƣ݉ϩƠƽƘƛӴ½ƣǊǗǧÀࠧफ़ƣ

ଥֈ୴ƟุƁঢƜƂǀƝŹŻஂƁәƀǁǀत݉ƣƴƜŷǀ§ƔƝŽƥ¨ंॣҍƣƔƶƣ

ӎਃƤ¨Ѵ൦շؐƠگƾǁǀƽŻƠ۟ƁൽऒƊǁƛŹƟŹत݉ƠƤ¨ƳƔЀರ୴ƠӎਃƣঢҜ

ƣౡൌƁƟƆǁƥ༡ௗࡐƠࡱƆదǁƾǁƟŹƜŷǂŻ§ŷǀŹƤǝǿȑǌȌÀƤ¨ଥֈ୴Ơາщ

ƁൽऒƊǁƟŹۆƿ¨ശഌూదґӸƣৎƿҌƇຑƠƤѰƍఙŹƜŷǂŻ§ƈƣƽŻƠ¦Ӵ½ƣ

ǊǗǧÀƣƷƙࣥຢֈǇہ࠾ƎǀҔృডǇŽƾǁƟƆǁƥ¦ǊǗǧÀբƠմژƟ CG Ǉװੵ

Ɲƣբƣত݉ডƷ¦ଥֈ୴ƟາщӼൽƷ¦ƳƔշؐࡦໄƝৣࢻ૩ƜƂƏ¦ƒƣत݉ƠƤ¦າܟ

ƣ੨ƷŷƿŽƟŹ§ƈŻƌƛ¨Boyer, FreyssenetÎ2000ÏƤবߘȊǯȓǇ¨ৼઢƌƔາৣࢻໄǇ

ஂәƎǀƔƶƠ CG ব¨Îഌণࡦہ࠾Ѐ՟ডªত݉ডǇࠛƙƠƽƘƛ߷ŽƾǁƔװੵ



§Ïऀߐਚऻ¨۟ª༡ௗդٞÏƣਿƝƌƛୖ֫ƎǀƈƝƠƟǀÎॴĹߘ

ϞझƣƽŻƠ¨շؐƁЀ՟ƌƛາৣࢻໄǇଵƌŻǀƔƶƠƤ¨ࣧƟƄƝƷٶжƝؐ࢘

ЋƝƣբƠմژƟ CG Ǝǀ೮ຑƁŷǀ§շؐƤƈƣޟƁ੨װੵ CG ǇٰƠ¦շؐԖƁܶװੵ

ǄǁǀݓƣঢଥൌౡງࠬƠ֖ୖƊǁƔ߲तƠſŹƛܶ࠾ҔృƟາৣࢻໄǇ¦ত݉୴Ɯ¦ࡣຑƟǊ

ǗǧÀƁࡱƜƂǀࡦǇߦƘƛ¦ஂәƎǀƈƝƁƜƂǀƣƜŷǀ§ֿƠ¨շؐƁٶжչƠե

ǀƣƤ¦ʱշؐƣৼઢƌƔາৣࢻໄƁঢଥൌౡງࠬƠ୶݉ƌƛŹƟŹƀ¦շؐٶжࡐƁঢଥൌౡ

ງࠬƣ൱ҍǇభ࠭ƜƂƟƀƘƔƔƶƠາৣࢻໄƁഖ୶ৎƠƟƘƛƌƳƘƔत݉¦ƷƌƄƤʲմژ

Ɵ CG ುƊǁǀƽŻƠƟכƁЀඝƣǊǗǧÀƠƽƘƛװƠঢແƌƔੵטƌƟŹƀ¦ұޟƁ੨װੵ

ƿ¨CG ƒƣƷƣƁഖϖୖƠƟǀत݉Ɯŷǀ§Boyer, FreyssenetÎ2000ÏƤ¨1970װੵ వϞ݁ƣࠧ

ࡒȉÀǓÀƠƙŹƛ¨୶ৎƟາৣࢻໄƝত݉୴Ɵ CG ǇƷƘƛଥֈ୴ƠາщǇӼൽࡦƝװੵ

ƌŽƔշؐƝƌƛǽǑȓǗǡȗÀǚț¨ǰȐǧſƽƨȃțǨǇŷƇ¨ƒǁƓǁƣবߘȊǯȓǇǡ

ȕÀțªȊǯȓ¨ǰȐǧªȊǯȓſƽƨȃțǨªȊǯȓƝ֖ୖƌƛŹǀ§੮ƣƎƮƛƣշؐƤ¨

ঢଥൌౡງࠬƠ୶݉ƌƟŹາৣࢻໄǇގƌƔƀÎǟǰȕǐțƝǾȒǮǋǫǟȍªȔǌȑțǱÏ̈

CG §ƌƔ3ڷٶжչǇٶŹƔƔƶƠڍƠত݉ডǇࡦ࣎ƌƔގƒǁƻŽƠ¨װੵ

¥

3.2  າৣࢻໄƝবߘȊǯȓ

¥झ֗ƣൌৃੇƠƽƘƛ Boyer, Freyssenet (2000)Ɓ༶ƍƛŹǀ༊ߩ୴ƠӼభƜƂǀາৣࢻໄ¨ſ

ƽƨƒǁƓǁƣາৣࢻໄǇஂәƌƔક୴বߘȊǯȓƤ¨ഌৣ࠽ໄ¨੯ງডªǽȔǕǟǻȒǮǋ

ÀৣໄƝǮÀȑÀſƽƨǎÀȑÀǱªȊǯȓ¨ৣໄƝǽǑÀǱªȊǯȓ¨ª੯ງডৣໄƝǡ

ȕÀțªȊǯȓ¨ٷ୴ںґৣھໄƝǰȐǧªȊǯȓ¨ǌǶȁÀǟȏțªǽȔǕǟǻȒǮǋÀ

ৣໄƝȃțǨªȊǯȓƜŷǀ§ϞҌƜƤ¦ӴȊǯȓƣ௫ଓǇՖڏƠࠤƌƛſƈŻÎऔƌƄƤপॻ¦

2005Ï§

¥ÎĹÏഌৣ࠽ໄǇଥֈƠϱࠛƌŽƔবߘȊǯȓƤ੨ޟƌƟŹ§

¥ƈƈƜഌ࠽ƝƤ¨ǗȓȆƣॄডƝডృƕƆƜƤƟƄ¨ǡǧǌȓ¨ੇ¨ґӸ¨ǾȑțǱƠ

ƽǀࡎӁ୴ݹϯҍ۾ҜǇժƵۄຏƝƌƛߦƊǁƛŹǀ§ƷƖǂǈ¦ƈŻƌƔഌ࠽ƣഌǇܺద

ƎǀƣƤുƟࡎӁਪƜŷƿ¦ഌৣ࠽ໄǇގƎǀշؐƤഛਪ܂Ɔƣࡒד݄އƠ௫ҍƎǀ

ƀ¨ŷǀŹƤ߲तǣǘȉțǰ෦Ơ݄ࡒדǇழదƎǀƝŹŻৣໄǇƝǀǡȂǟȋȒǡǰƜŷǀ§ƒ

ǁƓǁƣݓƣ݄߲ࡒדतƤŹƁ¨ഛਪƤӴݓƠ੨ޟƎǀ§ƌƔƁƘƛഌৣ࠽ໄƤࣃƶƀƾݓ

ªଠত٥ƣঢଥൌౡງࠬࡣࢪޢໄǇஂәƎǀշؐƤǱǌǬƣƽŻƟ௫ҍৣ࠽୴Ɯŷƿ¨ഌޝ

ǇƷƙݓƠ୶݉୴Ɯŷǀ§ƈƣഌৣ࠽ໄǇଵƌƔ BMW¨ȉȓǣǯǡ¨ǝÀǾ¨ȄȓȄƝŹƘ

ƔշؐƤƎƮƛ 1970 వકϞ݁ƠবࡒߘƣŹƏǁƠƙŹƛƷ੫࠶Ǉٽझƌ¨ٶжչǇڷٶƌ

                                                  
เચƠƙŹƛƤ¦পॻÎ2002a, bÏƁڠކжٶȉÀǓÀƣࡒжչƠեƘƔࠧٶ 3 GERPISA ƣ

§ǇƷƝƠผƌƛŹǀאڪ



Ɣ§ƈǁƾƣշؐƣາৣࢻໄƁੵீƜŷƘƔƝƌƛƷ¦ƈǁƾƣշؐƣ CG ƟژൌƠմƤװੵ

ƷƣƜƤƟƄ¨60 వકƀƾ 80 వકƠƤ༡ௗƣչǇڷٶƌƔƣƜŷǀ§

¥ÎĺÏ੯ງডªǽȔǕǟǻȒǮǋÀৣໄƝǎÀȑÀǱªȊǯȓ§

¥੯ງডªǽȔǕǟǻȒǮǋÀৣໄƤઘ 2 ࠝঘӔગৣƳƜƣࣃֈƣࠧؐߘࡒ¨ſƽƨǾȒǮǋ

ǫǟȍªȔǌȑțǱແϞਂƣǌǖȒǡƣࠧࡒȉÀǓÀƣৣໄƜŷƘƔ§੯ງডƤ 1 ખĹખϯ

ƟƘƔࡒǇƎǀƝŹŻؓƟǙÀǡƀƾ¨ЀƣǿȑǫǰǽǑÀȈƀƾ੯ງƟ٥ࡒƣࡒǇ

ƎǀǙÀǡƳƜŷǀƁ¨ସƌƛŹǀƈƝƤӴࡒª٥ࡒƣবߘƁۆƾǁ¨۾ߘҜƁ௨ƾ

ǁƟŹƈƝƜŷǀ§ƈƣƽŻƟ੯ഌࣧবߘƤࡒǇ७ਫ਼ƀƙǛǡǰƜ൱ܛƎǀ೮ຑƁ

ŷƿ¨ƌƔƁƘƛ੯ງডৣໄƤǽȔǕǟǻȒǮǋÀৣໄƝࠜƠଵƊǁǀ§ƈƣ੯ງডªǽȔ

ǕǟǻȒǮǋÀৣໄƤ¨٥ŷǀŹƤࣻೕࡣª٥ঢଥൌౡງࠬƠѰƌƛŹǀ§ࣄ௨ൌ

ౡƁ୴ƜഖൟƜŷǀƔƶƠ߲तƁޙൌҍƊǁࡷຑƷഖϖୖƜŷǀƈƝƀƾ¨շؐƤ֖หƣ

ƐƋǀǇ௨ƟŹƣƜŷǀ§ƈƣושǇࡒӁਪƠ੯ງƟࡎຢƏ¨੯ງƟࢪƎǀƈƝƁǇଵޑٶ

າৣࢻໄǇଵƎǀࡦƤϞҌƣƽŻƜŷǀ§ഌƤǧÀǚǫǰƝƟǀּ۠ƣ႒܇ƠѰŽǀۈড

ǇࠛƖ¨ശഌƣସҍƣணƷŹ§বߘਚऻƤ¨ഌǇ७ਫ਼ƀƙǛǡǰƜәಓƜƂǀƝƝƷ

Ơ¨ງ½ƟഌƠƎǀࡷຑ൱ƠѰƌƛࡒƣ൱ܛǇϫƠܶƟŽǀƷƣƜƟƆǁƥƟ

ƾƟŹ§ƌƀƌ¨বߘƣǽȔǕǟǻȒǮǋÀƤේ࠽୴ƠƤޮؐЋƠƀƀƘƛŹǀ§ƌƔƁƘƛ¨

۟ª༡ௗդٞƤ¨ƈƣ༡ௗƣǽȔǕǟǻȒǮǋÀƠѰŽƾǁǀƷƣƜƟƆǁƥƟƾƟŹ§ƈƣ

ৣໄǇ࠾ہƠଵƌƔবߘȊǯȓƤǮÀȑÀªȊǯȓƝǎÀȑÀǱªȊǯȓƜŷƘƔ§ƈƣ੯ງ

ডªǽȔǕǟǻȒǮǋÀৣໄƤޮࡦƿࠜકƣৣໄƝƤۄŽƟŹƁ¨ߘঝƣӼແƁࡎӁޑٶ୴

ƠഖҔృƟࠜકƠഖҔೖƟৣໄƜŷƘƔ§

¥ÎĻÏৣໄƝǽǑÀǱªȊǯȓ§

¥ৣໄƣุ୴Ƥ¨֖หƣޑٶƣہ࠾Ɯŷǀ§ƈƣৣໄƁҔృƝƟǀ߲तƤ¦ӶગƌƙƙŷǀƁ

࠽୴Ɯ¦િЀƷƌƄƤࣧঊƣࢺҍƊǁƔࡒƜƎǀ߲तƜŷǀ§ǽǑÀǱªȊǯȓƁƈ

ƣৣໄǇঁܶƜƂƔƣƤ¦ϞҌƣࡦƠƽƘƛƜŷƘƔ§ഌণƤિЀࡒ T ٥ǽǑÀǱǇ¦

ҍƊǁǀࢺਚऻƤே݉ƊǁߘƎǀƝŹŻƷƣƜŷƘƔ§বושญਆƠҔృƟƀƃƿϖґƠݓ

ƝƝƷƠ¨ǛțȁǊƠƽǀ֖୴ƟശഌושƠƽƘƛ༘୴বߘǇہ࠾ƌ¨ޮؐƤޙൌҍƊǁ¨

ຑਙޮؐƠൌӂƊǁƛǧǗǰǧǌȈЀƠӴ܋ƠౡൌƊǁƔ§۟դٞƠſŹƛƤ¨༡ௗࡐƤ

Ƥ֖୴تƿ¨ƌƀƷೄƾƣମࡤƆࡱǇוୖۋƝƤ༘ƌƟŹߘƜŷǀ೮ຑƤƟƄ¨ব܋༕ࢩ

Ơ܂झƌƛŹƘƔ§ƷƘƝƷմژƟǽǑÀǱ֫ࡣ୴ CG ૩ƌƔƣƤǻÀǰȓࠜકƣǽǑܟǇװੵ

ȓǗǡȗÀǚțƜŷƘƔ§ƈƣǽǑÀǱªȊǯȓƁչƠեƘƔƣƤ¨ঢଥൌౡງࠬƣ൱ҍƠƽ

Ƙƛࣄ௨ӸݹƁӶગƌ¨ࡷຑƣݹ൬ҍƁॠǈƕƔƶƠ¨ৣໄƝ CG ƘƛƌƳ࠶ডǇ۾Ɓװੵ

ƘƔƀƾƜŷǀ§

¥ÎļÏª੯ງডৣໄƝǡȕÀțªȊǯȓ§



¥GM ƣ A.ǡȕÀțƠƽǀǡȕÀțªȊǯȓƣາৣࢻໄƤ 2 ƙƣາڿࢻ২¨ƎƟǄƖƝ੯ງড

Ǉਚƴ݉ǄƐƛŹǀ§ৣໄƝ੯ງҍৣໄƤǊªǿȒǒȒƠƤ໖ແƌŽƟŹƁ¨ňŎƤƈƣ 2 ƙ

ƣາڿࢻ২ƣբƣณࢼǇݐീƎǀƔƶƠ¨ӴؐࠔശբƜݹ൬ҍƊǁƔࡒƣբƜุƠگŽƟŹҥ

ƌƔ§ƈƣৣڹସҍƌ¨ƈŻƌƛ੯ງডǇּ۠ƣุƠйǀ੯ງডƣƴƠՠƠۆગއƣശഌǇࣄ

ໄƁҔృƜŷǀƣƤƔƕศझƣ੯ງডƁࣞؐ୴ƠࡱƆదǁƾǁǀत݉ƣƴƜŷǀ§ƒƣƔƶƠ

Ƥ¨ࡷຑƁ୶ணƠݹ൬ҍƊǁƛŹǀ೮ຑƁŷƿ¨ƌƔƁƘƛݓญࣄ௨ƣൌౡƠդƌƛ୶ணƟࣄ௨

ӸݹƁ੨ޟƎǀ೮ຑƁŷǀ§ƊƾƠƈƣৣໄƤ¨বߘ൱Ɲ੯ງƟഌƠѰƎǀƔƶƠ¨

੯ృ܋ҍǇࡱƆదǁǀ༡ௗƁණഛƠ੨ޟƌ¨۟ƜƂǀ೮ຑƁŷǀ§ƈƣȊǯȓƣ CG ¨Ƥװੵ

ƣ٧આǇƝƿ¨༡װբੵߦƥǁǀ༡ڑ൬༡ௗਚ݉ŷǀŹƤ़ਚ݉ƝƣբƜؐߘƟƝࡐжٶ

ௗਚ݉Ơƽǀ༡ௗਚऻſƽƨϖୖƌƔ༡ߦդٞƣࡱƝЎƂՅŽƠ࠽࠾ମتƣٽҸ୴Ɵझࣲ¨࢘

ؐЋƣ़ਪࣲӸ¨ࡎӁൽछƝਚ݉ЋƣڦາƣӶƁ๏ਜ਼ƊǁƛŹƔ§ƳƔƈƣȊǯȓƣഌণ

ƤȆȓǩǾȑțǱণƜŷƿ¨বߘਚऻǇ௫ଓƚƆƛŹǀƷƣƤ¨ৣໄୖڎƠſƆǀѭڦҍ

Ɲ¨ৣໄஂәƠſƆǀؐࠔശƭƣൌڦҍƜŷǀ§ƳƔശഌƠդƌƛƤ¨੯ঊƣശഌ܋

ƣ߰ӁࡎҍƹҌƆҍƠƽƘƛ੯ງডƣЀശǇৢझƠϰƎƝƝƷƠ¨ƈǁƾƣշؐƤ GM ϞӞƣ

ּ۠ƀƾƷૻࡱƌ¨֖ หƣޑٶǇہ࠾ƌƛŹƔ§ƈƣǡȕÀțªȊǯȓƁޝ࠾ƠృƌƔƣƤ 1940

వકƀƾƜŷǀ§ƟƑƟƾ¨1946 వƣ GM Ơſǀ༡ߦբୖװϞ݁Ơମ۶ࣼتƁঝணҍƊǁƛ࠾

ǇࠛƙƽŻƠƟƿ¨ǊȉȒǓƣঢଥൌౡງࠬƁª੯ງডৣໄǇҔృƝƎǀࣻ܂Ɓझࣲٟتମ࠽

ೕࡣªଠত٥ƠƟƘƔƀƾƜŷǀ§ƈƣǡȕÀțªȊǯȓƤ 1960 వક෴ƀƾࡷຑƣ੯ງҍƹ¨

ುƠƽƘƛչƠեƘƔ§ƝƤŹŽǽǑȓǗǡȗÀǚțƤכƣװբੵߦŹؘ༡ঘકƠƽǀ༡

1974 వƠ¨չƠեƘƔǽǑÀǱªȊǯȓƀƾǡȕÀțªȊǯȓƠϰܶƌ¨ȐÀȕǫǹ֖หƜƣ

Ӷণ¨ǾȑțǱÎǽǑȓǗǡȗÀǚț¨Ǌǎǯǋ¨ǣǊǫǰÏբƜƣǿȑǫǰǽǑÀȈƣ

ସҍ¨ſƽƨࢪӶગƠƽƘƛঢ۽ƌƛŹǀ§

¥ÎĽÏٷ୴ںґৣھໄƝǰȐǧªȊǯȓ§

ԖƜŷǀ§ƈƣৣໄƣतھґں୴Ɵٷ২ƤڿࢻຑƟາࡣໄƠſŹƛƤৣھґں୴ٷ¥

݉¨੮ƣາڿࢻ২ƷƎƮƛЋƊǁǀƁ¦ƒǁƤƈǁƾƣາڿࢻ২Ɓއড়ƣںґৣھໄǇබ

ƇƟŹۆƿƠſŹƛƜŷǀ§ƈƣৣໄƤ 50 వકϞ݁ƣǰȐǧƣৣໄǇȊǯȓҍƌƔƷƣƜŷǀ

Ɓ¦ґӸޢࡣࢪªଠত٥ঢଥൌౡງࠬƠŻƳƄ୶݉ƌƛŹǀ§ǰȐǧªȊǯȓƤƈƣາ

ൌƟગƂƊǇࠛƘƔƤƠƽƘƛѰŽƛŹǀ§ƳƏ¨ഌণࡦƠƌƛϞҌƣໄƣຑৣࢻ

Ӵ߲तǣǘȉțǰƣൟؙ୴ࡷຑǇǧÀǚǫǰƠƌ¨ࣞؐ୴ƠӼ࠾Ɵ௫ଓǇƷƙࡒǇ¨֖୴ƀ

ƙٽҸ୴ƟবߘƠƷƝƚŹƛושƎǀ§বߘਚऻƠƙŹƛƤࠧࡎſƽƨǝǿȑǌȌÀƠſŹƛ

JIT বߘǇܶƘƛŹǀƁ¨ƒƣุƤ֖୴Ɯ༘୴ƟবߘƣໆǁǇබƇǀںЌ¨ࠜբª༡ௗª

เચǇӎਃƌ࣎ЌƠƟǀںբƠſƆǀȈǨƣؽ໙ªǐǵȓǖÀªӑſƽƨޠں ªھґں̈

বߘড܂झǇॴǀƈƝƠŷǀ§އ۩Ơ¨۟դٞƤؐ࢘ЋƠࠜؐޮࢺբƣૉࢦƭƣǌțǣțǮ

ǋǾǇŽǀƷƣƜŷƿ¨ମتƝ़ਪࣲӸǇӎਃƠƽǀবߘডƣ܂झƝŹŻٶжุƣہ࠾Ơϡ

੨ƊƐƛŹǀ§ƒƌƛ CG ƥǁڑЋ¨ǝǿȑǌȌÀ¨ǯǋÀȑÀƣբƜؐ࢘¨ࡐжٶƠࡣƤװੵ



ƛŹǀ§ƈƣੵװƤ¦۟ൽछªࣲוªǕȋȒǊ٧ঢƠƽǀؐ࢘ЋƣߐҸƝ¨ಓૻªາщƣൽ

ऒƠƽǀǝǿȑǌȌÀƣߐҸſƽƨಲ౪Ɲ߲तनඓƣǽǋÀǱǸǫǗǇൽऒƎǀǯǋÀȑÀƣŻ

ŽƠ૩ƀǁƛŹǀ§ƈƣǰȐǧªȊǯȓƤշؐ¨۟ſƽƨؐ࢘ЋƣߐҸ¨އગ੯ঊƣܺ

౩ࡐƣǇൽऒƌƛŹǀƈƝƀƾއ୶ȊǯȓƝߵǄǁǀƀƷƌǁƟŹƁ¨ƈƣȊǯȓƣ

ƁƞƣƽŻƟभƣƷƝƜƷൽऒƊǁǀƝƤۆƾƟŹ§

 ÎľÏǌǶȁÀǟȏțªǽȔǕǟǻȒǮǋÀৣໄƝȃțǨªȊǯȓ§

¥ƈƣৣໄƣຑஊƤ¨ہࢪƌƙƙŷǀࡷຑƹֈƠѰŽǀԅ्୴ƟǛțǣǿǰƣഌǇәಓƌ¨

ƎƔƶƠ¨ƌƀƷࢪǇЎƂࢻƁਭସƿƜŷǀƈƝƁӼభƊǁǀƹƌƔȒǡǗƀƾາૻࡱ

¨ƎǀƈƝƠŷƿושƎǀਂƠ¨ગƀƙ७ਫ਼ƠഌǇࠏƁƈƣ्ƌŹ߲तǣǘȉțǰƠழࡦ਼

ƳƔಣƠ¨ࣞؐ୴Ơ࠶ౚƌƔत݉ƠƤނƠ¨ƒƌƛࣧއƣೕƜǇග֊ƎǀƈƝƠŷǀ§

ƈƣৣໄƤȃțǨƣৣໄƜŷǀƁ¨1990 వકϞ݁ƠƤǗȑǌǡȑÀƝȓǶÀƷގƌƛŹǀ§ƌ

ƀƌƈƣ 3 §૩ƌƛŹǀܟȊǯȓǇॕƠߘໄƣຑƠѰŽǀবৣࢻƣƜȃțǨƣƴƁƈƣາࡎ

ƳƏ¨ഌণƤ¨ƒǁƓǁƁۋƣǿȑǫǰǽǑÀȈǇࠛƖ¨֥ࢫſƽƨǡǧǌȓƠſŹƛԼ

ƎǀƷƣƜŷǀ§ഌәಓƠſŹƛƤԅ्୴ƟǊǌǯǊושǇࡒƌƔԅ्୴ƟǛțǣǿǰƣڑ

ǇࡣƎǀƈƝƁƜƂ¨ࡣƁସǁƥƈŻƌƔॣ½ƁǿȕǠǏǗǰªǩÀȈǇޮƿ¨ٽҸǇঁܶ

Ǝǀ§বߘਚऻƤॸପ୴ே݉ணƁƄ¨࠶ౚƹ¨ֿƠঢࠜ۽ƣ७ਫ਼ƟழࠏƁׄƱƎޢฏझƣഫૂ

ǇڀƄƌ¨বߘƷਚઈŽƁϫƜŷǀ§އ۩Ơ¨۟դٞƠſŹƛƤ¨Ԇ༊ªవ۽ŷǀŹƤ

़ϠƠƷƝƚƄۆڦƽƿƷ¨ॣۈƣৠใডƝࠧಓডƠґƁŽƾǁƛŹǀ§ƈƣȃțǨªȊǯ

ȓǇռਕƚƆƛŹǀ CG ୴ԅ्ృƠƽƘƛீডǇŽƾǁॣۈƤ¨ࠧƾƣࡐࠔƫீڑǇװੵ

ƛŹǀƀ¨ŷǀŹƤշؐƝؐ࢘ЋƣາщƣƔƶƠ੮ƣॣ½ƣృǇԖƜƂǀ୶ডǇƷƘƔٶж

ЋƜŷƿ¨າؐ࢘ǇԖƎƮƄຑƊǁƛŹǀڷٶŽƹܯұƠƙŹƛࠧൌƣߘƝ¨ഌƹবࡐ

ǝǿȑǌȌÀƤౙࣖƊǁǀ§ƈƣ¨ࡣԢ¨ܶجໄƣഖҔೖƟȒǡǗƣഫૂǇӃೖƎǀƽŻƟৣࢻ

ǌǶȁÀǟȏțªǽȔǕǟǻȒǮǋÀৣໄƁঢ۽ƎǀƔƶƠƤଥֈ୴ƠഌәಓృǇϱࠛƎǀ

೮ຑƁŷǀ§ƽƘƛ¨ƈƣৣໄƠಠŻȒǡǗƤ¦ǌǶȁÀǟȏțƁગࢊƠࡱƆదǁƾǁƟŹƝŹ

ŻȒǡǗ¨৬ޟ୴ࡷຑǇұગŷǀŹƤұࣦഀґƎǀƝŹŻȒǡǗ¨ଥֈ୴Ơ୶ৎƟբԄƜǌǶ

ȁÀǟȏțǇܶŹƆǀృǇਥ࠶ƎǀƝŹŻȒǡǗ¨ঢ۽ƁਆƄൽऒƊǁƛŹƟŹǿȕǠǏǗ

ǰƭƣتࠏୟשǇழࠏҘƔƖƁכುƎǀƝŹŻȒǡǗ¨ƒƌƛࣃֈƣঢ۽ƣ۩ƠગǠǏǵȑȒǡ

ǰշؐƠƟǂŻƝƎǀȒǡǗƜŷǀ§

¥ϞझƠऊӀƌƛƂƔ Boyer, FreyssenetÎ2000ÏƣবߘȊǯȓ༶Ƥ¨ৼઢƌƔາৣࢻໄǇஂәƎ

ǀƔƶƠ CG ¨ਚऻߘব¨Îഌণࡦہ࠾Ѐ՟ডªত݉ডǇࠛƙƠƽƘƛ߷ŽƾǁƔװੵ

۟ª༡ௗդٞÏƣਿǇবߘȊǯȓƝƎǀƷƣƜŷƿ¨༡ߦբੵװǇॊƝƌƔ CG ƣմװੵ

ƣঢଥªൌౡງࠬƠƎǀ୶ޑٶໄƣȆǗȕৣࢻƝƣբƣত݉ড¨າࡦہ࠾ໄƝৣࢻড¨າژ

݉ডǇڥௌƌ¨বߘȊǯȓƣ۾ເডƝব੨ҔృডƤƈǁƾƣपڕƠϡ੨ƌƛŹǀƝŹŻƈƝǇࠤ

ƌƛŹǀ§ƒƌƛƈƈƠ¨Ѐರ୴ƟȇǗȕޑٶԆƹٶжԆƣշؐ༶ƝƤϯƟƘƔೄƾƣবߘȊǯ



ȓ༶ƣ௫ଓƁŷǀ§

Ļ¥ǛțȜǑțǟȏțƣշؐ༶

¥झƠผƌƔƽŻƠ¦TRƣշؐ༶Ƥ࠾ऒאڪǇռਕƠື༶ȊǯȓҍƌƔƷƣƜŷǀƁ¦ECƣ

շؐ༶Ƥ¦Boltanski, ThévenotÎ1991ÏƁࡎӁȊǯȓǇ௫ଓƚƆǀƔƶƠஂәƌƔǟǮ༶Ǉ¦ࡎӁ

ƽƿƷؑࣄ୴ƟƝƌƛƣշؐƠ୶ƎǀƝŹŻඝ܂ƜॠƶƾǁƛŹǀ§

¥EC ƣշؐƠդƎǀאڪƠƤ¦ඟԆ୴՝ஊƀƾǛÀȅȔÀǰªǔǸǲțǡǇ༶ƍƔ Rebérioux

(2003a, b; 2006)¦༡ௗ٦๏ƣǧǌǿƣ੯ງডǇଠאڪݺƌƔ BessyÎ2005, 2006Ï¦Eymard-Duvernay

Î1989ÏƁշؐȊǯȓ༶ǇஂәƎǀޝƠϡלƌƔࠜٽؐ¦բؐߘޢ¦థഌғي¦ؐߘ܋

ؐƣ࠾આאڪ¦ƳƔ Eymard-DuvernayÎ2006bÏƠࡹƶƾǁƔۼ୴շؐƣญжҍƹ༡ߦդٞƠ

դƎǀאڪ࣎ƣƽŻƠ¦շؐƣ࣎เચƹ࠾ؐߘƠդƎǀ੯ƄƣאڪƁ੨ޟƎǀ§Ɣƕ¦F.

Eymard-Duvernay ƣշؐȊǯȓ༶ÎEymard-Duvernay, 1989ÏŷǀŹƤ conventions constitutives ༶

ÎEymard-Duvernay, 2004Ï¦R. Salais ƣ conventions du travail༶ (Salais, 1994)¦R. Salais Ɲ M. Storper

ƣÚবߘƣঘӔÛ༶ÎSalais, Storper, 1993ÏƠકƊǁǀ EC ƣշؐਚऻ༶Ƥ¦ƈǁƾƣ࠾

આאڪǇռਕƠȊǯȓҍƊǁƔƷƣƜƤƟƄ¦Boltanski, Thévenot (1991)ƣǟǮ༶ƷƝƚƄշ

ؐȊǯȓ༶Ɯŷƿ¦࠾આאڪƤշؐȊǯȓƣ૯ືں࣒ǇผƎǀƔƶƠЋƊǁƛŹǀ§ƽƘƛ¦

TRƝ ECƤշؐਚऻƠդƌƛࠕƌƔ֮༶ǇܶƟŻƠƌƛƷ¦ື ༶ஂәƣඝඟƁऀ୴Ɯŷǀƌ¦

ƳƔϞҌƜผƎǀƽŻƠ¦շؐȊǯȓÎŷǀŹƤ convention constitutiveÏƣϩƁ TR ƣবߘ

ȊǯȓƝƤਆƄϯƟǀ§ƈŻƌƔ EC ƣշؐȊǯȓ༶ƣডӸǇผƾƀƠƎǀƔƶƠ¦ϞҌƜƤ¦

R. Salais Ɲ M. Storper ƣÚবߘƣঘӔÛ༶ſƽƨ F. Eymard-Duvernay ƣշؐȊǯȓÎŷǀŹƤ

conventions constitutivesÏ༶ƣຑஊǇࠤƌƛſƂƔŹ§

3.1¥R.Salais Ɲ M. Storper ƣÚবߘƣঘӔÛ༶ƝÚ༡ௗƣ conventionsÛ༶

¥Salais (1994)¦Salais, Storper (1993)Ƥ¦्ۉޑٶԆƠſƆǀ݉ື୴ॣۈƠƽǀއ୶ҍܶƝ

ডƠࣿஊǇŷƛǀ§༡࠾ॾƟ٦๏դٞƝƌƛƣ༡ௗդٞƠդƌƛ¦༡ௗƠդƎǀഖӼࢽբƣॣۈ

ௗࡐƤĹॣƣॣբƜŷǀƈƝƀƾ¦༡ௗࡐբƣ਼ۣդٞƠſŹƛਚऻƊǁǀ༡ௗƠƤഖӼ࠾ডƁ

ഗƂƳƝŻ§Žƥ¦༡ௗࡐƤ༡ௗࠜբƝମتƣґডƠƌƛդॊǇƷƖ¦ЀඝƜ۟ࡣƤମ

ƌŻǀЀƙƣڎডǇӂ࠾ƣഖӼۋƝഌƣґডƠդॊǇƷƙ§ƌƔƁƘƛ¦շؐƤ༡ௗƠت

ਚऻƝƌƛƴƟƊǁǀ§ƒƌƛ¦༡ௗ٦๏ƠഗঅƎǀॣۈբƣǛÀǯǋǵÀǟȏțƠդƎǀഖӼ

Ɲƌƛ¦R. SalaisࡦƎǀƔƶƣڎডǇӂ࠾ ƹ Ch. Storper ƤÚϙืƣ݉ϩÛ¦ƙƳƿ conventions4

                                                  
4
ƈƈƜۄŻ conventions Ƥ¦ƌƥƌƥÚՃܶÛƝ๑ƊǁƛŹǀƁ¦Ѐ֫୴ƠÚՃܶÛƣƴǇϩ

ƎǀǄƆƜƤƟƄ¦੯֫୴Ɯŷǀ§Convention ƣୖ֫ƠƙŹƛƤ SalaisÎ1989ÏƁܯߐƠƟǀƁ¦

Convention ƣ੯֫ডǇܯ໐ƌƛ¦ϞҌƜƤՆŽƛ۰ںƣƳƳ֗Ǝǀ§



ƣ੨ޟǇࠉ࢟Ǝǀ§ƒƌƛƈƣƽŻƟ۟դٞƠſƆǀഖӼ࠾ডǇڥௌƎǀƔƶƠ¦R. Salais Ƥ¦

༡ௗƠſƆǀǛÀǯǋǵÀǟȏțƣǽǑÀǓȓªȅǌțǰǇÚഌÛÎ༡ௗƣঢҜƜŷǀবߘൊ

Ƥ߲तƠſŹƛґہ࠾ƊǁƢƥƟƾƟŹƀƾÏƝƌƛ¦ഌƣ࠽Ɲ༡ௗՃܶƝƣդٞǇൌৃƎ

ǀƈƝƠƟǀÎSalais,1994Ï§

¥ഌƣ࠽ƠƙŹƛƤ¦ƳƏ¦ࡷຑࡐſƽƨবࡐߘƝƣդٞƀƾ 4 ƙƣഌƣÚۈডÎpersonnalitéÏ

Ɓୖ֫Ɗǁǀ§ƎƟǄƖ¦বࡐߘƜƤবߘझ¦ࢺҍƊǁƔ(standard)ഌƝǡȂǟǉȑǌǢƊ

ǁƔÎspécialiséÏഌƣ 2 ƠඛƇƾǁƔৠࡐຑࡷƝƣդٞƜƤ௫ୖƣࡐຑࡷ¦Ɓୖ֫Ɗǁ

ÎdédiéÏഌƝ¦੯ঊƣࡷຑࡐǇकƝƎǀಪ୴ÎgénériqueÏഌƁୖ֫Ɗǁ¦ƈƣ 2 ་ƣٵ

ୖ֫ƣਚ݉ƐƠƽƘƛ¦বࡐߘƝࡷຑࡐƣ໖ࡐƣ༶ືƁಣйƊǁƔ 2 ¦ডÎspecialisé-dédiéÏۈƣ࢟

বࡐߘƠƽƘƛŽƾǁǀۈডÎspécialisé-génériqueÏ¦ࡷຑࡐƠƽƘƛŽƾǁǀۈডÎstandard-

dédiéÏ¦ۈডƜŷǀ௧บডÎstandard-génériqueÏƝŹŻ࠽ƠդƎǀ 4 ƙƣ conventions Ɓୖ֫Ɗ

ǁǀ§ƈƣƒǁƓǁƤ¦ॣۈբƣഌ࠽¦ൊ࠽୴ഌ࠽¦߲त٥ഌؐߘ¦࠽Îؐ܋Ï٥ഌ࠽Ɲปบ

ƊǁƛŹǀÎĹÏ§

ഌƣۈডÎ֖ୖࡐÏ ഌƣ࠽ ༡ௗ EQPXGPVKQP

¥ࢺҍ-ಪÎ௧บÏ ٥ؐ܋ ٥ؐ܋

¥ࢺҍ-ৠÎࡷຑࡐÏ ߲त٥ ௫ࡨ

¥ǡȂǟȋȑǌǢ-ৠÎࡷຑࡐſƽƨবࡐߘÏ բॣۈ ߲त٥

¥ǡȂǟȋȑǌǢ-ಪÎবࡐߘÏ ൊ٥࠽ ൊ٥࠽

Ĺ«ഌƣ࠽Ɲ༡ௗ conventions Ɲƣբƣդٞ

ÏSalaisÎ1994Ïࣄࢪ

¥

¥ࠝŹƜ¦ೄƾƤ༡ௗ convention Ɲഌƣ࠽ǇϞҌƣƽŻƠդ༘ƚƆƛŹǀ§ॣۈբƣഌ࠽ƠƤ

߲त٥༡ௗ convention¦ൊ࠽୴࠽ƠƤൊ࠽୴༡ௗ convention¦߲त٥ഌ࠽ƠƤ௫ࡨডǇࠛƔ

ƟŹ༡ௗ convention¦٥ؐ܋ഌ࠽ƠƤ٥ؐ܋ƣ༡ௗ convention ƁڑƨƙƆƾǁƛŹǀÎĹÏ§ƈ

ƈƜ¦ʱ٥ؐ܋༡ௗ convention ƣत݉¦বߘƤગবߘǇܶƟŻշؐƠϡ੨ƌƛŹǀƈƝƀƾ¦

ٰ֎൱Ɓૉֈ୴ƟȒǡǗƜŷƿ¦ٰ֎൱ƠƌƛঊଠতǇܶŻ§༡ௗƣ࠽ƣഀґƤޮؐȅ

ǡǰƣӸഗƆƠƽǀƷƣƜŷƿ¦ମتƤࠜբוſƽƨޮؐȅǡǰƠƽƘƛୖڎƊǁ¦ఊശ༡ௗ߲

तƤޮؐȅǡǰƣӸഗƆƠƷƝƚŹƛŹǀ§ƈƣ٥ؐ܋༡ௗ convention ǇࠛƙշؐƤসึࣳ೩ƣ

Żۄ A շؐƜŷǀƝྟگƊǁƛŹǀ§ʲ௫ࡨডǇࠛƔƟŹ༡ௗ convention ƣत݉¦বߘൊƤࢺ

ҍƊǁƛŹǀƈƝƀƾ¦বߘƠ௫ࡨƟ࠭ƹ֥ృƤ೮ຑƟƄ¦বࡐߘƤࡷຑࡐƣຑƠ૧іƟƄ

ѰŽǀƈƝƁ࢟ຑࠉƊǁǀҌƆؐࡐƁǌȉÀǠƊǁƛŹǀ§ƈƣत݉ƣȒǡǗƤࡷຑƣഖӼ࠾

ডƜŷƿ¦༡ௗƣ࠽ƣഀґƤ༡ௗƒƣƷƣƣ࠽ƜƤƟƄ¦ࡷຑƠƌƛ७ਫ਼ƠѰƜƂǀঞ

ÎdisponibilitéÏƜŷǀ§ƽƘƛ¦ମتƤฏƟƾƨƠೕƹƊǁǀࠜբƠƌƔƁƘƛୖڎƊǁǀ§



ʳ߲त٥༡ௗ convention ƣत݉¦বߘൊƤ 2 ডÎspecialisé-dédiéÏǇࠛƖ¦ƌƔƁƘƛഖӼۈƣ࢟

ൊߘƁƈƣবࡐƣഀґƤ¦੮࠽ƠդƎǀƷƣƜŷǀ§༡ௗƣ࠽ൊƣߘƎǀবຑƁຑࡷডƤ࠾

ƠƌƛࠤƎນƠƽƘƛ¦ƌƔƁƘƛ߲तƠƽƘƛ¦ƻŽƠবߘൊƣґӸƠƽƘƛƟƊǁǀ§

ƈƣत݉¦ମتƤॣ୴ƝƟƿ¦বߘൊƠѰƍƛ߷േǄǁǀÎ़ॣ୴༡ௗࡐƣत݉ƠƤÚ໙تÛ¦

ǩÀȈ༡ௗƣत݉ƠƤÚޮഌÛґӸ¦ŷǀŹƤŹƄƙƀƣؐƠگƾǁǀࢪຢ݄וÏ§ƈƣ༡ௗ

convention Ƥ¦ǽȔǕǟǻȒǮǋÀƹবߘൊƣ࠽ǇൽऒƎǀƈƝƀƾ¦ƈƣۆƿƜശൌ୴ƠƜƤ

ŷǁ¦J շؐÎসึÏƣ௫ଓƝƟƘƛŹǀƝܯŽƾǁƛŹǀ§ʴൊ٥࠽༡ௗ convention Ƥ¦्

ƔƠசतƌƛƂƔƷƣƜŷƿ¦༡ௗƠſƆǀ਼ۣޮƤ֥ࢫǹȑǨǌȈǇռਕƝƌƛſƿ¦༡ௗ

ƣ࠽ƣഀґƤ़ؐືŷǀŹƤҚԆ୴ືƠƷƝƚƄȓÀȓƠƌƔƁƘƛƟƊǁǀ§ƈƣ༡ௗ

convention ƠſŹƛƤ¦বߘƤÚॄÛդٞƠƷƝƚŹƛܶƟǄǁ¦ؐ࢘ЋƤൊ࠽୴ழࠏƣ

कƜŷƿ¦ƒǁƻŽƠୖۋຑЌƝܯŽƾǁ¦ƳƔମتƤॣ୴ࠏේƭƣழࠏƝŹŻϩǇࠛƙ§

¥ϞझƣƽŻƟܯƠƽƘƛ¦Salais, Storper (1993)ƤϞҌƣĺƠࠤƊǁǀƽŻƟ 4 ƙƣÚবߘ

ƣঘӔÛǇୟࠤƌƛŹǀ§ƒǁƓǁƣÚবߘƣঘӔÛƤ¦Ѐୖƣǧǌǿƣഌƣ࠽¦ƒǁƾƠ

ĺ«ÚবߘƣঘӔÛƣ 4 ٥

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥বࡐߘƠƽǀবߘງࠬƣৼઢ

¥¥¥¥੯ງডÎಳϣÏƣޑٶ¥¥ or¥¥¥¥¥¥¥֖หƣޑٶ
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ƣഀґ«ґӸ࠽

ഖӼ࠾ড«੮ࡐƠƌƛƣഖӼ࠾ড

࠽բƣഌॣۈ

বߘƣঘӔ«ॣۈբƣঘӔ

շؐƣবߘȊǯȓ«ȆÀǟȋȓ٥

߲तȊǯȓ

ؐ܋ƠƽƘƛৼƥǁƔࡐຑࡷ»ƣഀґ࠽

୴֖Ӹ

ഖӼ࠾ড«ґӸƝഌ࠽ƠդƎǀবࡐߘƣ

ฑ

߲त٥ഌ࠽

বߘƣঘӔ«߲तƣঘӔ
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ƣഀґ«ື୴¦ҚԆ୴֖࠽

ഖӼ࠾ড«ࣥຢƠƙŹƛƣഖӼ࠾ড

୴ڿࠏƣÎൊ࠽୴Ïഌ࠽

বߘƣঘӔ«୴ڿࠏƣঘӔ

շؐƣবߘȊǯȓ«ǌǶȁÀǟȏ

ț٥Ȋǯȓ

୴֖Ӹؐ܋ƣഀґ«Ѐರ୴Ɵ࠽

ഖӼ࠾ড«֙ƈƿŻǀȒǡǗ

࠽٥ഌؐ܋

বߘƣঘӔ«ؐ܋ƣঘӔ

շؐƣবߘȊǯȓ«٥ؐ܋Ȋǯȓ

ÏSalais (1994)Ɲࣄࢪ Salais , Storper (1993)ƠռƚŹƛѳஎƁޮঢ§



ƀǁǀॣۈբƣǛÀǯǋǵÀǟȏț٧આ¦ƒƌƛഖӼ࠾ডƣǧǌǿ¦ॣ½ƠƝƘƛƣܶƣռਕ

୴ƟǹǧÀț٘ÎregistresÏ¦ƊƾƠÎഌƣ࠽ƠѰƍƔÏ༡ௗਚऻƣǧǌǿƠƽƘƛ௫ଓƚ

ƆƾǁƛŹǀ§ƈƣ 4 ƙƣÚবߘƣঘӔÛƠƤ¦ƒǁƓǁƠ୶ѰƎǀ௫ୖƣǧǌǿƣշ

ؐÎবߘƣȊǯȓÏƁ੨ޟƎǀ§ƒƌƛ¦ƒǁƓǁƣÚবߘƣঘӔÛ¦ƙƳƿЀୖƣǧ

ǌǿƣշؐƣƟƀƜ૭ƊǁƔ༡ௗƣȓÀǮǋÀț¦ࢆՃ¦ே¦Ԇࢆ¦ƒƌƛ࠭ƣ

ƝŹƘƔƷƣƀƾঢǀ conventions ƠƽƘƛ¦۟դٞƠۋƣǛÀǯǋǵÀǟȏț

เચ¦ƙƳƿഖӼ࠾ডƁӂڎƊǁǀƷƣƝ¦ܯŽƾǁƛŹǀ§

¥Salais (1994)Ƥ༡ௗƠࣿஊǇீƛƛ¦ƈƣļƙƣÚবߘƣঘӔÛƠ਼ீƎǀÚ༡ௗƣ conventionsÛ

ǇஂәªผƌƔƷƣƜŷǀ§

¥ϞझƣÚবߘƣঘӔÛ༶ƹÚ༡ௗƣ conventionsÛ༶Ƥ¦Boltanski, ThévenotÎ1991ÏƣǟǮ༶Ǉ

୶ƌƔƷƣƜŷǀƝۄŽǀƁ¦Boltanski, Thévenot (1991)ƣǟǮƝƤƹƹডӸǇϯƠƌƛŹǀ§

ƒǁƤ¦R. Salais ƹ M. Storper ƁӴÚবߘƣঘӔÛƹÚ༡ௗƣ conventionsÛƠ௫ୖƣǧǌǿƣշ

ؐǇѰƊƐƛŹǀƝƈǂƠŷǀ§ƝƈǂƁ¦Boltanski, ThévenotÎ1991Ïƣ 6 ƙƣǟǮƣत݉¦

ǟǮఊƣ༶ªൖƣ੨ޟƹǟǮբƣ༶ªൖǇ൬ƠƌƛƷ¦ЀƣؽբƠſƆǀൃঊƣǟǮ

ƣ൛੨Ʒܯ໐Ɗǁ¦ൃ ঊƣǟǮբƣÚੵװÛƁ༶ƍƾǁƛŹƔ§ƎƟǄƖ¦Boltanski, Thévenot (1991)

ƠſŹƛƤ¦շؐఊƠſŹƛృƎǀȕǠǫǗÎǟǮÏƣ੯ງডƁܯ໐ƊǁƛŹƔ§ThévenotÎ1989Ï

ƷƳƔ¦ÚǟǮÛƝŹŻ۰ƣકǄƿƠডӸÎnatureÏƝŹŻہǇߦƌƛ¦շؐఊƠſƆǀ߲

त٥ডӸƝ٥ؐ܋ডӸƝƣբƣੵװ¦߲त٥ডӸƝҘఊ٥ডӸƝƣբƣੵװƠƽƘƛշؐƣƷƙ

ƣঘӔÛ༶ƹÚ༡ௗƣߘǇƌƶƌƛŹƔ§Ɣƕƌ¦Úব܂ডǇൌৃƎǀඝ߆ൃ conventionsÛ༶Ǉ

ƈƣƽŻƟǟǮ༶ƝƍƽŻƠϋŻƈƝƤҔృƜŷǀ§ƔƝŽƥ¦୴ڿࠏƣঘӔ¦ൊ࠽୴༡

ௗ convention Ƥ Salais(1994)ƁշؐఊƣЀࣦശใƜƷŷƿŻǀƝƌƛŹǀƽŻƠ¦ЀƙƣؽբఊƜ

੮ƣÚঘӔÛ¦੮ƣ༡ௗՃܶƝ൛੨ƌ௨ǀƣƜŷǀ5§ƒƣत݉ƣเચƤ¦շؐఊƠ൛੨Ǝǀൃঊ

ƣÚবߘƣঘӔÛƹÚ༡ௗƣ conventionsÛƣբƣǛÀǯǋǵÀǟȏțเચƜŷƿ¦ƳƔǛÀȅȔ

ÀǰªǔǸǲțǡƣเચƜŷǀ§Boltanski, ThévenotÎ1991ÏƠ࢘Žƥ¦ƈŻƌƔǛÀǯǋǵÀǟ

ȏțŷǀŹƤੵװƤझϠƣସືںÎprincipes supérieurs communsÏŷǀŹƤଠࡐƁசतƎǀƈ

ƝǇϩƎǀƁ¦ƒƣत݉¦ƒǁƁƞƣƽŻƟƷƣƜŷǀƣƀ¦ƳƔƞƣƽŻƠசतƎǀƣƀƁ

เચƠƟǀƁ¦ÚবߘƣঘӔÛ༶ƹÚ༡ௗƣ conventionsÛ༶ƜƤƒƣƽŻƟஂәƤƴƾǁƟŹ§

3.3¥¥F. Eymard-Duvernay ƣշؐȊǯȓ༶ŷǀŹƤ conventions constitutives ༶

¥

¥Boltanski, Thévenot (1991)ƣǟǮ༶Ǉ୶ƌƔƷŻЀƙƣշؐ༶Ɓ¦F. Eymard-Duvernay ƣշؐ

༶Ɯŷǀ§ƈƣ Eymard-Duvernay(2004)ƣշؐ༶ƠſŹƛǕǌӣశǇƟƎƣƤ convention constitutive

ÎϞҌ¦CCÏƜŷǀ§

                                                  
5 LungÎ2005ÏƤ¦CorisÎ2004ÏƠƷƝƚŹƛ¦ЀƣÚবߘƣঘӔÛఊƜ੯ງডǇొςƎǀƈ

ƝƁƜƂƟŹƝ߶୰Ǝǀ§



¥Eymard-DuvernayÎ2004ÏƣผƠƽǁƥ¦ॣۈÎؐ࢘Ћå༡ௗࡐÏƤշؐƠƽƘƛ٧ঢƊǁ

ǀ§ೄƤ¦۾ເ୴ƠܶƎǀƔƶƠ¦ՐƠƽƘƛ٧ঢƊǁƔनඓǇາƎǀƣƜŷƿ¦ೄƣ

ড¦ƊƾƠƤґ՝Ʒ¦বƳǁƙƂǄƘƔƷƣƜƤƟƄ¦ܟҍƊǁƔՐ¦ƝƄƠշؐƠƽ

ƘƛবƴࢪƊǁǀƷƣƜŷǀ§ƒƌƛঝணƝۊƫƷƣƤ¦ସƣุ୴¦ସƣґ՝¦ସƣາ

щÎbiens communsáඬ๑࣋ƜƤÚସਃÛƝ๑ƊǁƛŹǀƁ¦ේඓݒƜƤື୴ϩ݉ŹǇ౼ƶ

ƔÚସƣາщÛǇގƌƛŹǀÏƠƽƘƛܟҍƊǁƔՐƜŷǀ§ƒƌƛ¦շؐƤƈƣƽŻ

ƟÚସƣາщÛǇÚޮƿࢪƎÛේ࠽୴ƟतƜŷǀ§ƈƣঝணƤ¦ЀࡎӁƠƎॣ½ſƽƨޢÎbiensÏ

ǇഀґƎǀඝඟǇୖ֫ƌ¦૯࣒¦ൌªӸഗƆ¦ࡎӁ୴ǷǌǊȑǕÀǇӼແƎǀ§Ɣƕƌ¦ঝண

ƤࡎӁ୴ܟ૩ൊƜŷƿ¦ॣۈ࣎Ƥև੨ƣঝணƠௗƂƀƆ¦्ƔƟঝணǇޮƿࢪƎƈƝƁƜƂǀ§

ƈƣƽŻƟঝணƣƜ Eymard-Duvernay (2004)Ɓշؐ༶ƣஂәƣƔƶƠࠉ࢟ƎǀƷƣƁ¦۟ƣ

ǷǌǊȑǕÀǇୖ֫Ǝǀঝண¦ſƽƨॣ½ƹޢǇൌªӸഗƆƎǀƔƶƣדഗƆƣں Îືprincipe

de qualificationÏǇୖƶǀঝணƜŷǀ§ƒƌƛ CCÎconvention constitutiveÏƝƤ¦ƈƣדഗƆƣ

§ƥǁƔ݉ϩǇϩƌƛŹǀڑƿࡤƠդƌƛƶືں

¥Eymard-Duvernay (2004)ƤƈƣƽŻƠ CCǇୖ֫ƎǀƣƜŷǀƁ¦۩ࢬƣշؐƣ CCǇ۰ǀत݉¦

ƈƣ CC Ƥ࠾Ƥ Boltanski, Thévenot (1991)ƣÚ֫ƠդƎǀЀರ୴ືں࣎ƣਿÛƝŹŻǟǮƣӣ

శƝƣ๎ԒǇƤƔƎӣశƜŷǀ§ŷǀŹƤ¦ƽƿЀರ୴Ơ¦CC Ƥȗțǣǫǰƣືں࣎Ǉඑ

ƎǀґٵŷǀŹƤਚऻǹȑǨǌȈƝܯŽƛƽŹƜŷǂŻ§Eymard-Duvernay (2004)ƤǟǮ

༶Ǉ୶ƌƛ¦झƠࠤƌƔƠࠤƊǁǀ 4 ƙƣ CCǇୟࠤƎǀ§ƎƟǄƖ¦ؐߘÎؐ܋Ï٥ CC¦

߲त٥ CC¦Ҙఊ٥ CC¦ǵǫǰȗÀǗ٥ CC Ɯŷǀ§ϞҌƜƤ Eymard-Duvernay (2004)Ơگƾǁ

ǀ 3 ƙƣ CCƣܟঢືںǇผƌƛſƈŻ§

¥ÎĹÏؐߘÎؐ܋Ï٥ CC ǇہƎǀƤǽǑÀǱƜŷǀ§ǽǑÀǱƁؐߘÎؐ܋Ï٥շؐƝ

ƌƛผƌƛŹǀؐߘÎؐ܋Ï٥ CC ƣ௫ଓƤ¦ഌƣࢺҍ¦ǛǡǰǇռࢺƝƌƔÚ୶

ґӸÛÎǡǛȑԆƣ le just prixÏ¦বߘƣҚԆ୴ਚऻҍ¦݄ମت¦ſƽƨॸପ୴ॻൟ୴ே݉Îу

۰Ԇ࠾¦ܝฏԆܝ¦ഄГƣແƳƜƷժƵÏƜŷǀ§߲त٥շؐƁ߷ౡ୴ƜŷƘƔࠜકƠǽǑÀ

ǱƤƈǁƾƣືں࣎ǇஂәƎǀƈƝƠƽƘƛ¦ޢƣ्ƌŹ୴ഀґ¦ƎƟǄƖޢƁࣻೕࡐƠƽ

ƘƛഀґƊǁǀ୴߲तƠƽƘƛӼແƊǁƔޢƣדഗƆƝƤ݉Ǝǀ¦বࡐߘƈƒƁޢǇ

ீƠഀґƜƂǀƝƴƟƊǁǀؐߘÎؐ܋Ï٥ƣדഗƆǇదƌƔƝ¦ܯŽƾǁƛŹǀ§

¥ÎĺÏҘఊ٥ CC ƣકƤҘఊؐ܋୴ǓȆțȁÀȓؐƜŷǀ§বథǇߦƎǀே୴Ɵ

Ҙఊؐ܋୴ǓȆțȁÀȓƤ¦ࣂإ߄ǇߺƌƔഌ࠽ƣϖୖƌƔחథƠƽƘƛؐ܋୴Ơગব

٥ؐ܋٥ÃؐߘƊǁǀ֖ӸҍƊǁƔǓȆțȁÀȓÎߘ CCÏƝƤϯƟƘƛ¦ϞҌƣƽŻƟ௫ଓǇ

ƣഀґޢ ǝÀǻǡƣഀґ

বࡐߘƠƽǀഀґ ٥(ؐ܋)ؐߘ CC Ҙఊ٥ CC

ࣻೕࡐƠƽǀഀґ ߲त٥ CC ǵǫǰȗÀǗ٥ CC

Ļ«Conventions constitutives ƣ 4 ٥

ÏEymard-Duvernay (2004)ࣄࢪ
ૻÏCCƤ convention constitutiveƣໄ§



ࠛƘƛŹǀ§ƎƟǄƖ¦ே୴Ɵ݄ഌ࠽ƣবߘൊ¦݄ґӸÎ݄דഌǇƶǀּਪƁकÏ¦़ॣ

୴༡ௗ¦ϼƣ༡ௗƣາÎŽƥ¦ഥƀƾ߰ƭƣ֥ࢫƣ࣭¦ƍ੬ƣࢪफ़ƣٶжࡐƟƞÏ¦

ே݉୴Ɵবٵߘ་ÎบরǇࡥǀƔƶÏ¦ϞझƜŷǀ§ƈƣҘఊ٥ CCƤ¦ǶȓȆțǯǋÀƣǓȆț

ȁÀȓƝŹŻேؐߘǇƝƌƛผƊǁƛŹǀƁ¦Žƥ¦TR ƣবߘȊǯȓ༶ƠſŹƛผ

ƌƔഌৣ࠽ໄǇގƌƛŹǀ݄ࡒדƠ௫ҍƌƔǡȂǟȋȒǡǰƹ¦ǝÀǻǡؐߘƣ௫ଓƜƷ

ŷǀƝЀರҍƎǀƈƝƁҔృƜŷǀ§ƌƔƁƘƛ¦ƈƣǓȆțȁÀȓƣƤ¦ЀؐߘఊƜ

Ʒൃঊƣ CC ȊǯȓÎƈƈƜƤ¦٥ؐߘÃ٥ؐ܋ CC ƝҘఊ٥ CCÏƁ൛੨ƎǀƈƝǇผƾƀƠƎ

ǀƷƣƜŷǀ§

¥ÎĻÏǵǫǰȗÀǗ٥ CC ƣકƤǠȋǡǰªǌțªǧǌȈবߘƜŷǀ§ƒƣ௫ଓƤ¦ഌ

ƣ੯ງҍ¦ںґھƭƣਆؐ࢘ЋƣߐҸ¦JIT বߘÎฑۏޟªૻࡱবߘáƈǁƤ࠾ࠔభ࠭ƣ۱ƿ

ƜŷǀƁ¦ƈƣเચƠƙŹƛƤপॻ¦2001 ƁผƌƛŹǀÏ¦ૻࡱƣ൱ƠѰƍƔޮؐ൴ঢƣ

൱ܛÎ༡ௗࡐƤ੯ృ܋Ï¦ǹÀǰǲÀǟǫǿǇںƝƎǀǵǫǰȗÀǗ٥շؐբǛÀǯǋǵÀǟ

ȏț¦Ɯŷǀ§

¥ƈǁƾƣ CC ƤƒǁƓǁ௫ୖƣշؐȊǯȓÎؐߘÒؐ܋Ó٥շؐȊǯȓ¦Ҙఊ٥ؐ܋շؐȊǯ

ȓ¦ǵǫǰȗÀǗ٥շؐȊǯȓÏƝܯŽǀƈƝƁƜƂ¦ƈǁƠସƣາщƠդƌƛ߲तƠۋƣ

ӣశÎ߲त٥ CCÏǇގƌƔշؐȊǯȓƜŷǀ߲त٥շؐȊǯȓǇғŽǀƈƝƁƜƂǀ§

Eymard-DuvernayÎ2004ÏƤƊƾƠƈǁƾƣշؐȊǯȓŷǀŹƤ CC ǇࡎӁ٧આƠդ༘ƚƆƛ߲त

¦ӁÎsociété de servicesÏࡎӁÎsociété industrielleÏ¦ǝÀǻǡࡎؐ܋¦ӁÎsociété marchandeÏࡎ٥

ǵǫǰȗÀǗࡎӁÎsoociété en réseauÏǇୖ֫ƌ¦ƒǁƓǁƣࡎӁƠ Salais (1994)ƣࠤƌƔƽŻƟ

Ú༡ௗƣ࠽ÛƠդƎǀ convention ǇѰƊƐƛŹǀ§

¥ƝƤŹŽ¦झƠگƔ CC ƤǟǮƣत݉ƝງƠ¦ЀշؐఊƜൃঊƣ CC Ɓ൛੨ƎǀǙÀǡƷ

ುୖƜƂƟŹ§ŷǀŹƤ¦ƳƔЀޑٶఊƠſŹƛൃঊƣ CCƁ൛੨ƎǀǙÀǡƷುୖƜƂƟŹ§

ƒƣत݉¦ൃঊƣ CC բƠഖװ༸Ɓ੨ޟƌƟŹƈƝƷŷǀƁ¦ЀರƠƤ CC բƣǛÀǯǋǵÀǟ

ȏțƁเચƠƟǂŻ§ƒƣत݉Ƥ¦ൃঊƣ CC բƣੵװƹ¦ਂƠſŹƛࢬƮƔƽŻƟझϠƣ

ସືںƣہࢪƠƽǀǛÀǯǋǵÀǟȏț¦ŷǀŹƤ¦ŷǀЀƙƣ CC ƁࡎӁƹշؐƠſƆǀସ

ƣາщ bien commun ƠƌƛேҍƊǁ¦ƒƣேƟ CC Ɓƒƣ੮ƣ CC Ơƌƛ߷ౡ୴Ɵŷǀ

ŹƤƽƿே୴ƟϠǇƶǀƝŹƘƔƈƝƁܯŽƾǁǀ§ŹƏǁƠƐƽ¦ƈƣƽŻƟ՝ஊƠƔ

ƘƔत݉¦เચƤਂƠſŹƛ߶୰ƌƔƽŻƠ¦ƈŻƌƔǛÀǯǋǵÀǟȏțŷǀŹƤੵװƤझ

ϠƣସືںÎprincipes supérieurs communsÏŷǀŹƤଠࡐƁசतƎǀƈƝǇϩƎǀƁ¦ƒƣ

त݉¦ƒǁƁƞƣƽŻƟƷƣƜŷǀƣƀ¦ƳƔƞƣƽŻƠசतƎǀƣƀƝŹŻƈƝƠƟǀ§

  

ļ¥ڑ༶

¥F. Eymard-Duvernay ſƽƨ R. Salais, M. Storper ƣÚবߘƣঘӔÛ༶ª༡ௗ convention ༶ƠſŹ

ƛ༶ƍƾǁǀշؐȊǯȓƣܟƤ¦ਂƠſŹƛผƌƔ RT ƣবߘȊǯȓ༶ƣܟƝƄࠕƛ

Źǀ(ॴĹƝϞҌƣॴĺǇೊԁ)§շؐƁପศƎǀഖӼ࠾ডƤবߘƊǁƔޢƣґہ࠾ƣतƜŷǀ



߲तƝ¦շؐƁ೮ຑƝƎǀ༡ௗƣదࡦҔృডƠդƎǀƷƣƜŷǀ§ƳƔ¦EC ƣ۰ǀշؐఊƣ

Úସƣາщ bien communÛƤ¦বߘȊǯȓ༶ƠſƆǀ CG Ơ਼ீƎǀ§Ɣƕ¦CGװੵ Ƥ೮װੵ

ƏƌƷ EC ƁܯŽǀƽŻƟື୴ÚਃÛǇϩƌƟŹƌ¦CG ໄǇஂәƎǀৣࢻƤշؐƁາװੵ

Ɣƶƣ೮ຑຑڕƜŷƘƛ¦༡ߦƁଵאƎǀุ୴åÚସƣາщÛƜƤƟŹ§ƊƾƠ¦R. Salais ƣ

༡ௗ conventions ƹ F. Eymard-Duvernay ƣӴ CC ƣ௫ଓƚƆƤ¦TR ƣবߘਚऻſƽƨ༡ߦդٞƣ

௫ଓƚƆƝସƎǀ՝ஊǇࠛƘƛŹǀ§EC ƠڍƆƛŹǀƣƤ¦շؐƣາৣࢻໄƜŷǀƁ¦ƈǁ

ƤշؐƁৼઢƎǀഌƣ࠽ƣเચƝƌƛܯŽǀƈƝƷƜƂǀ§ƌƔƁƘƛ¦Boyer (2006)ƁࢬƮ

ƛŹǀƽŻƠ¦ECƝ RT ƣշؐȊǯȓƠդƎǀÚ؋ƄƮƂࡹጡÛƁ੨ޟƎǀƝƤۄŽǀ§

¥Ɵſ¦շؐȔȁȓƣൌৃƕƆƜƟƄ¦շؐƝȆǗȕࡎӁޑٶƝƣդ༘ƠƙŹƛƷ EC Ƥ TRÎব

ƆƛŹǀ6§ƌƀƌ¦EC܂Ȋǯȓ༶ÏƝງƠդॊǇߘ ƣշؐൌৃƠƎǀȆǗȕƣࡎӁ୴ŷǀ

ŹƤঝண୴ռਕƚƆƣ֮༶Ƥ¦TR ƣঢଥঝƹݓญࣄ௨ƣঢଥªൌౡງࠬƣع୴ൌৃƝƤϯ

ƟƘƛ¦ɦ ȆǗȕޑٶƣঢଥǇ߷Žǀସƣາщbien commun¦֫ justiceƒƌƛேҍ justification

ƝŹƘƔЀರ୴ªक୴ƟࡎӁԆ୴֮༶ƠƝƞƳǀƀ¦ŷǀŹƤʲR. Salais ƣ༡ௗƣ conventions

༶ƠࠤƊǁǀƽŻƠ¦ȆǗȕޑٶƤӴǧǌǿƣഌƣ࠽ƣƷƙഖӼ࠾ডǇŽǀतƝƌƛ༶ƍƾ

ǁǀƈƝƠƟǀƁ¦ƠऊӀƌƔ Boyer ƣ EC ೇಡƠگƾǁǀƽŻƠ¦EC ƣȆǗȕƣޑٶªࡎ

ӁܟſƽƨƒƣǨǌǲȇǫǗǡƣൌৃƝŹŻஊƜƤഖൌÎࠏේޑٶ֫ࡣƣൌৃƣഖൌƊÏ

ƜŷǀÎƒƷƒƷƒƣƽŻƟเચդॊƁƟŹƝߵǄǁǀÏ§

EC¦ؑڑ¥ ƣշؐ༶Ƥ¦บआƈƒǟǮƝƤϯƟƘƛƤŹǀƷƣƣ¦ŹƏǁƷ Boltanski, Thévenot

(1991)ƣǟǮ༶ƣշؐ༶ƭƣ୶ƜŷƘƛ¦ƒƣڑҜ¦շؐאڪƤบਂǇ൱ŽƔǟǮ༶ƣऒƠ

ƟƘƛŹǀƠƎƃƟŹƝŹŻЉकǇࡱƆǀ§ÚবߘƣঘӔÛƠƐƽ¦༡ௗ conventions ƠƐƽ¦ŷ

ǀŹƤշؐȊǯȓÎCCÏƠƐƽ¦ռේ୴Ɵ٧ࠊƤ marchand¦industriel¦domestique Ɯŷƿ¦ƈ

ǁƠƈƈ 30 వբƣࠏේޑٶ֫ࡣƣ൱ҍǇൌৃƌƔڑҜƝƌƛ Boltanski,Chiapello(1999)ƠƽƘƛ

ୟࠤƊǁƔ réseauÎŷǀŹƤ par projetÏƁଵғƊǁƛŹǀƠұƃƟŹƣƜŷǀ§ƈǁƾƣȊǯ

ȓƤ¦ۄǄƥշؐƣືశ୴ƟਚऻືںǇୟࠤƌƔƷƣƜŷƘƛ¦࠾ہƣշؐǟǡǮȈƒƣƷƣƣ

                                                  
6 LungÎ2005ÏƤ¦বߘƣঘӔ༶ǇշؐȔȁȓƝؐߘȔȁȓƣդ༘ƣ֮༶Ɲਗ਼ŽǀƈƝƜ¦Ѐƙ

ƣȆǗȕ୴ঝண୴ՐƠſƆǀൃঊƣব٧ߘઆŷǀŹƤշؐਚऻȊǯȓƣ൛੨ǇผƌƛŹǀ§

߲त

ÎࡷຑࡐÏ

༡ௗ߲त

Î༡ௗÏ

ഖӼ࠾ডƣڿ২

ഌ࠽ conventionĜ۾ເডƣռࢺĜCCÎշؐȊǯȓ¦বߘਚऻÏ

ഀґງࠬÎbien communÏ

                 ༡ௗƣ convention

বߘƣঘӔ+༡ௗ convention  ƳƔƤ շؐ CC

ॴĺ«ECƣշؐ༶ƣܟঢ



੯ງডǇผƌƔƷƣƜƤƟŹ§Žƥ¦TR ƣবߘȊǯȓ༶ƁࠤƌƔƈƝƤ¦ЀؐߘƠſƆ

ǀշؐȊǯȓÎſƽƨາৣࢻໄÏƣ੯ງডƜŷƿ¦ƊƾƠƤЀƣາৣࢻໄǇଵאƎǀ CG װੵ

Î༡ߦդٞÏƣ੯ງডƜŷƘƔ§TR ƣবߘȊǯȓ༶ƤࡣຑƟࠧࡒȉÀǓÀƣշؐǟǡǮȈƣ

ງ½ƟศÎܟঢຑਙÏƣ࠾આאڪƣঢҜǇື༶ȊǯȓҍƌƔƷƣƜŷƘƛ¦ඝඟ༶୴தખƝƌ

ƛޝ࠾ƣշؐൌৃƠ୶ƎǀŻŽƜƷ¦TR ƣবߘȊǯȓ༶ƣඝƁ࠾ہডǇࠛƖ¦௨୴Ɯŷǀ

ƽŻƠߵǄǁǀƌ¦ȇǗȕޑٶȔȁȓƣൌৃƠƝƞƳƿ¦ƒƌƛշؐƣϯ࠽ডƠผࠤ୴ƠׄۄƎ

ǀƈƝƁƟƀƘƔ्ۉƣշؐ༶ƠƎǀǒȓǧǲǮǋǾƝƌƛƽƿગƂƟҔృডǇࠛƘƛŹ

ǀƽŻƠߵǄǁǀ§

¥ƷƖǂǈ¦TR ƣবߘȊǯȓ༶ƠเચƁƟŹǄƆƜƤƟŹ§পॻÎ2005ÏƠſŹƛ߶୰ƌƛſ

ŹƔƽŻƠবߘȊǯȓ༶ƣہभƠƤ¦ϞҌƣเચƁ੨ޟƎǀ§ઘĹƠ¨বߘȊǯȓƤࠧؐߘࡒ
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化ࠍ⢛᥊ޕ߁ࠃ߃ߣࠆߡߒߦ☨࿖߿⧷࿖ߢ⊓႐ߚߒᩣਥ⾗ᧄਥ⟵߇⾗ᧄᏒ႐ࡠࠣߩ

 ޕࠆߢߩߚ߈ߡߒ大ߦ日ᧄ߿Ꮊ᰷ࠅࠃߦ化࡞ࡃ
 
GDP  (%)₸Ყߩᩣᑼᤨଔ✚㗵ࠆߔኻߦ
 ☨࿖ ⧷࿖  ⁛ 
1980 50 38 8 9 
1990 56 87 26 22 
1995 
1997 
1999 
2001 

95 
133 
181 
152 

122 
155 
198 
166 

32 
48 
111 
103 

26 
39 
72 
61 

㧔Reberioux(2006),p.55  㧕ࠅࠃ
 
ߦ߁ࠃߩߎ  CSR ⒓ߩᩣਥଔ୯ޔ化࡞ࡃࡠ経済ࠣߪߩߚᒁࠍ㊄߈ᒁߩធ⋤ߩࡓࡉ

ߩᧄ⾓ഭ㑐ଥ⾗ࠆߦᩮᐩߩߘޔߣࡓ࠭ࡒ࠽ࠗ࠳ߩ進化ߩ⟵ᧄਥ⾗ߒ߆ߒޕ߁ࠈߢ឴

ᄌኈࠍ CSR ޘ᭽ޔߪࠄ߆႐┙ߚߒ߁ߎޕ߁ࠈߢߥ߆ߪߦߌࠊߥߓ論ߡߌߠ㑐ㅪߣ

CSRޔߢਅߩᒻᘒ߁ߣ࠻ࡦࡔ࠻࠶ࡒࠦߩༀᗧߩ࠽࠻ࡄ会␠ߥ ߢ࡞ࡌ経済ࡠࠢࡒࠍ

ዷ㐿߁ߣߤߥࠆ߈ߢ⠨ߪ߃ᐛᗐޕ߁ࠈߢ 
  
㧔㧟㧕CSR㧦ࠬ࠳࡞ࡎࠢ࠹㑆ߩߢ୶ℂ⊛ᅷද㧫 
 ౣ߮ Polstel ޔߦ߽ߣߣ፣უߩࡓ࠭ࠖ࠺ࠜࡈޔ߫ࠇࠃߦࠄᓐޕ߁ࠈᚯߜ┙ߦ論⼏ߩࠄ

⾓ഭ㑐ଥࠍ᭴ᚑߦ࠻ࠢࡈࡦࠦࠆߔḩߚߜ⽶ᜂࠍᴦ⊛ߦฃߡߌᱛ▤ℂࠢࡑߚ߈ߡߒ

ࠍഭ㑐ଥᧄ⾗ࠆߚ⋪⍦ߥ⊛ᩮḮߚߒ߁ߎޔࠅߥߦߣߎࠆߔᶖᄬ߇ߺ⚵ᨒߥ⊛ᐲࡠ

᭽ߦ⺞ࠆߔ⚵߇ߺᔅⷐ߁ߣߚߞߥߣ(ᵈ ߘߎࠇߎޕ(2 CSR ࠇߎޕࠆߢߩ߁ߣߛ

ⅣႺޔᩣਥޔࠅࠃߣ߽ߪഭ⠪ߣ経༡⠪ޔߦਛߩ࠳࡞ࡎࠢ࠹ࠬߪ NGOޔᶖ⾌⠪ߤߥ

ࠪࡘࠡ⊛⟵ਥ࠼ࠜࡈޕߔࠄߚ߽ࠍᨐ⚿ࠆߔኻ化⋦ࠍഭ㑐ଥ⾓ޔߢߣߎࠆߔ⠨ᘦࠍ

୶ࠍ⚛ⷐߩߟ㧟߁ߣ⼔ⅣႺޔᶖ⾌⠪ߣᩣਥਥᮭߚߡࠇߐឃ㒰ߦ⊛᭴ㅧࠄ߆᭽ᑼࡦࠝ

ℂ⊛ߦ↪ޔߢߣߎࠆߔ⾓ഭ㑐ଥࠍ⣕ᴦ化ߒ߆ߒޕࠆߢߩࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔหߊߓ



ߤ߆ߩࠆ߈ߢ߇ߣߎ߁ᛒߦหࠍഭ⠪ߣ࠳࠻ࠗ࠺ޔ߽ߡߞߣ࠳࡞ࡎࠢ࠹ࠬ

ޔ߽ࠄ߆ߣߎߥ߃ߪߣ࠳࡞ࡎࠢ࠹ࠬߩߢ႐┙ߥ╬ኻߪഭ⠪ߣ経༡⠪ߚ߹ޔ߆߁

ࠍ⇼ߪߦ࠴ࡠࡊࠕ࠳࡞ࡎࠢ࠹ࠬߚߒ߁ߎޔࠆߔ᧪↱ߦࠡࡠࠝ࠺ࠗࡖࠫࡀࡑ

ᜬࠍࠆߑߚᓧޕࠆߢߩߥ 
ޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ⠨ᘦࠍ࠻ࠢࡈࡦࠦ⊛ẜߩߢ㑆࠳࡞ࡎࠢ࠹ࠬߚߒ߁ߎߚ߹ 

CSRޕࠆߢߩࠆ߈ߢ߽ߣߎࠆᒝࠍജᮭߩߘߪ経༡⠪ޔߦߩ࠻ࠢࡈࡦࠦߚߒ߁ߎ ߪ

第৻ߦ㘈ቴࠍࠖ࠹ࡗࠗࡠ㊀ⷞޕࠆߡߒડᬺߪ㘈ቴߦኻޔߡߒഭ⠪߇⽿છࠍᜬߡߞ⡯

ോࠍㆀⴕࠍߣߎࠆߡߒ⺑ᓧߩߎޕࠆߔ႐ว߹߁߁ߣࡓ࠹ࠬࠪࠖ࠹ࡆࠨ࠻ޔ⛔

ᴦᛛⴚߩ⊒ߣ࠻ࡦࠕࠗࠢޔ߇ഭ⠪ߩߣ㑆ߩ㕖ኻ⒓⊛ߥ㑐ଥޕࠆߡߖߐ┙⏕ࠍᰴ

CSRޕࠆ߇┙ኻߩ㑆ߩߣഭ⠪ߣᩣਥޔߢ ߩࠆߡߒߣ⊛⋠ߩ৻第ࠍഃߩᩣਥଔ୯ߪ

߆ޕࠆߢߣߎߩ日Ᏹߪ⽎߁ߣޔࠆߔ߇ᩣଔߤ߶進߫進߇࠻ࠬޕࠆߢ

ߡߒߊ Postel ℂߩᦨೋޕࠆߥߦߣߎࠆࠇߐ⣀ᒙ化ߢ↱ℂߩߟੑߪߩഭ⠪߫ࠇࠃߦࠄ

หቯߩߢ㑆ߩ࠳࡞ࡎࠢ࠹ࠬߥ⊛ว┹ޔࠇ㔌ࠍᚻߩഭ⠪߿ߪ߽߇ഭ㑐ଥޔߪ↱

߹ߟޕࠆߢߣߎࠆߡࠇߐಽᢿ߇ഭ⠪ߪ↱ℂߩ第ੑޕࠆࠃߦߣߎࠆߡߞߥߣ⽎ኻߩ

ഭߩㇱ৻ߩ࿖ߩർޕࠆߢಽᢿߩߢ㑆ߩߣഭ⠪ߩએᄖࠇߘߣഭ⠪ߩㇱ৻ߩ࿖ߩർࠅ

⠪࠼ࠜࡈߪਥ⟵⊛⾓ഭ㑐ଥ߇፣უޔ߽ߡߒᄬޔߊߥߪߩ߽߈ߴ߁ᓐࠄ⥄りޔᩣਥ߽ߢ

ߪࠄࠇ߆ޕࠆ Boltanski ߣ Chiapello ⊛นേޟ߇ mobileߣޠ߱ഭ⠪ޔࠅߢᓐߪࠄ

CSR ߩએᄖࠄࠇߎޔᣇઁޕ߁ࠈߢߣߎࠆߖߐ⧎㐿ࠍ⢻ജߩࠄ⥄ߢਅߩᯏ会ߊ㐿ࠅಾ߇

ㄝ⊛ഭ⠪ߩ┙႐ࠃࠃߪ⣀ᒙ化ޕࠆߥߦߣߎࠆߔCSR ޔߪડᬺޔߦ߃ࠁ࿖㓙⊛ᕈᩰߩ

ߦߣߎࠆߔ⿷ḩߢᱛ㧕ߩᅛ㓮⊛ഭ᧦ઙޔᮡḰ㧔ఽ┬ഭޠ会ഭ␠ޟૐߡࠊ߈

 ޕࠆߢࠄ߆߁ࠈߥ
  
㧟㧚␠会ഭಽ㊁ߩߢ CSR  論⼏ߩߢࠬࡦࡈࠆߋࠍ
㧔㧝㧕CSR  ᔕߩഭ⚵วߩ߳
ߩߢࠬࡦࡈޔߦ߁ࠃߩㅀޔߡߐ  CSR ߦ߁ࠃߩᰴޔߘࠃ߅ߪ論⼏ߥ⊛ᛕ್ࠆߋࠍ

ߩᡰេߩ߳↪ዞᬺ߮㓹ޔࠬࡆࠨޔഭᴺߣ⼔会⊛␠ߜࠊߥߔޕ߁ࠃࠇࠄߣ߹

4ޟ߁ߣ╷経済ࡠࠢࡑ 会ഭ␠ޔ߇⟵ᧄਥ⾗࡞ࡌޔߪ会࿖ኅ␠ߟ߽ࠍޠᡰᩇߩߟ

㗴ߦኻߡߒ回╵ࠍਈߦߚߚߞ߆ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃⊓႐ߚߒ(Arnal, Lemiere, 2006)ޕ
ߦ߁ࠃߩㅀ߇࿖ኅߚߒ┙⏕ߦ߽ߣߣࡓ࠭ࠖ࠺ࠜࡈޔߪߡ߭ޔ会࿖ኅ␠ߚߒ߁ߎ

⸃ࠆߔਛ࡞ࡌࠝࡀޔߢ⾗ᧄਥ⟵ߪᣂߥߚ␠会ഭ㗴ࠍᒁ߈ߚߞߥߦߣߎߔߎ㧔␠

会⊛ឃ㒰߁ࠈߢဳౖߩߘ߇ߤߥ㧕ߚߒ߁ߎޕ␠会ഭ㗴ࠆߔࠄ߆⾗ᧄਥ⟵߳ޟߩ␠会⊛

ᛕ್ޠ(Boltanski, Chiapello)ࠍㄤ回ޔߊߴࠆߔ⾗ᧄਥ⟵ࠪࠬޔߪࡓ࠹ᩣਥ߿ᶖ⾌⠪㧩Ꮢ᳃ޔ

ⅣႺ NGO ᵈ)ࠆߢߩ߁ߣࠆߡߒߣ߁ࠃߒ᭴ᚑࠍࠢ࠶ࡠࡉ࠾ࡕࠥࡋߢ㑆ߩߣ ⠡ޕ(3

ߪડᬺߡߞ CSR  ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆᓧࠍఝ┹ߢᏒ႐ߡߓㅢࠍ
ߩߢ会ഭ㗔ၞ␠ޔ߫ߌ㒰ࠍᄖߩ߆ߟߊ  CSR ⎇㧔ഭ╷⎇ⓥߥዋߪಽᨆߩ

ୃᯏ᭴(2005)㧕ߌࠊࠅߣޔࠆߌ߅ߦࠬࡦࡈߪߢߎߎޕഭ⚵วࠆࠃߦ CSR ߺ⚵ࠅขߩ߳

CSRޔߚ߹ഭ⚵ว߽ߩࠬࡦࡈޕ(Fayolle, (2006))߁ࠃߺߡߒ⸛ᬌࠍ ᾲὓߩߘߡߒኻߦ

ߪߢ߹߹ߥή㑐ᔃߦࠇߎޔ߇ࠆߢޘ᭽ߪᘒᐲޔߢ߹ࠆ⥋ߦᢜᗧޔ⟵ᙬ⇼ਥࠄ߆ᡰᜬߥ

ߪߢࠬࡦࡈޕߥ߈ߢ߇ߣߎࠆ 2000 年ߦ 30 CSRޟࠅࠃߦ大ડᬺ߮㊄Ⲣᯏ㑐ߩߤ߶
᷹ⷰද会 OSRSEޔߒ⿷⊑߇ޠCSR ߮ SRI ࠄࠇߎޔಽᨆޔᖱႎ集߮⺞ᩏߩߡߟߦ

ઍߢ࡞ࡌ࿖ోޕࠆߡߒߣ⊛⋠ࠍଦ進ߩ឵ߩ経㛎ߩߢ㑆ࡃࡦࡔߪߦࠄߐޔ᥉ߩ

ߟᜬࠍᮭ 5 ℂ⡯▤ޕࠆߡߒෳടߢᩰ⾗ߩ߆ࠄߦද会ߩߎޔߚ߹ഭ⚵วㅪว会߽ߩߟ

✚ㅪว会 CFE-CGC CFDTޔࠅ߽ߢࡃࡦࡔ┙⸳ߩߘߪ ߣ CGT ߢࡃࡦࡔߥ⊛Ⓧᭂߪ

CFTCޔࠅ ߮ CGT-FO  ޕࠆߢߌߛࠆߡߒ⋗ടߦනߪ
 CFDT ߪ CSR ⴕേߦⓍᭂ⊛ߦ㑐ਈޟޕࠆߡߒCSR ߒߣ߁ࠃߒଦ進ߦ⊛集࿅߇ޘᚒޔߪ

会␠ߩ㜞᳓Ḱߣ経済ࠆജ┹ޔߪࠇߘߜࠊߥߔޕࠆߡߒߥࠍਛᔃߩ࡞࠺ࡕᎺ᰷ࠆߡ

⊛⼔ޕࠆߢߤߥCFDT ߪ CSR ߣޠߚߒ㙃ᚑࠍߜߚᵴേኅߊߴ⚵ࠅขߦ⊛Ⓧᭂߦ

CGTޕࠆߡߒ ߜࠊߥߔޕࠆߡߒࠍᗧ࿑ߩߥ⊛ᛕ್ߦหᤨߣࠆߢ⊛Ⓧᭂߪ



CGT ࠍ⸂ℂߦᔨ ߩഭ⠪ࠆߔኻߦߐᦌᤒߩߺ⚵ࠅขߩߘࠆߡࠇߐ↪ណࠅࠃߦડᬺޔߪ

CGTޕࠆߡߒ␜ ␠会࠻ࡦ࠲࡞ࠨࡦࠦߪ ALPHA ߩࠬࡦࡈޔߦ߽ߣߣ 40 ߦડᬺߩߤ߶

FOޕࠆߡߞⴕࠍᛕ್⊛ಽᨆߩ┨ⴕേⷙ▸߮୶ℂᙗࠆߡࠇߐណᛯࠅࠃ ᛕߥߟࠄㄆߪ

CSRޔ߫ࠇࠃߦว⚵ߩߎޕࠆߡߒࠍਇାᗵߥᘕ㊀ߣ್ ޔࠅ߅ߡߒೞශࠍḮߩߘߪ

ߌࠊࠅߣޕࠆߢߩ߁ߣߛ‛วᷙߩⷙ✭ߣࡓ࠭࠽࠲ࡄ FO ᴺᓞ߮࿅ޔߪ

ߦᷤ CSR FOޟޕࠆߡߒࠍᔨ ߣ߆ߥߪߢߩ߁߹ߒߡߞࠊઍߡߞข߇ ޔߪߡߞߣߦ

ഭ┙ᴺήߚ߹ޔߩߒ࿅ᷤήޔߩߒ୶ℂߦၮߩߡߒߣߩ߽ߚߠ⡯ᬺ୶ℂࠦ࠼ᚻᴺ

ޔ⋊集࿅⊛ޕࠆߢ⢿ᆭߩᶖᄬߩᮭߚࠇߐᓧ₪ࠅࠃߦഭ⠪ޔߪะߩ化߳⥸ోߩ

ᩮᧄߩ⺧ⷐߩ▸ⷙߩ⒎ᐨߥ⊛ᴺޔ⊛ޔߪࠇߘޔߕࠄߥ߫ࠇߌߥߢ⊛ၮᧄ߇ᔨⷰ߁ߣ⋊

 ޕޠߥᓧࠅߤߥߩ߽ࠆߔઍᦧߦછ⽿ߩᐭ߮┙ᴺ⠪ޕࠆߢ
  
㧔㧞㧕CSR  ᚻᴺߩߟਃߩ
⊛ઍߩࠬࡦࡈ  NGO ࠆߢ Attac(2003)ޔ߫ࠇࠃߦCSR ᚻߩߟਃߥ߁ࠃߩᰴޔߪߦ

ᴺޕ߁ߣࠆ߇ 
߫߃ޕޠ▸ⴕേⷙޟ 2000 年ߩ࿖ㅪޔߦ߁ࠃߩޠ࠻ࠢࡄࡦࠦ࡞ࡃࡠࠣޟᓥᬺຬ߿

ᮭജޔ論৻⥸ࠍ࡞࠽ࠣࠪߦㅍ࠼ࠦߩߘޔࠅ߅ߡࠇߐߣ⊛⋠߇ߣߎࠆㆩߩ⋙ⷞ࠾ࠞࡔ

 ޕࠆߡߞ߹⇐ߦ߹߹ߥᦌᤒߪࡓ࠭
ߩ☨ർ߫߃ޕല⊑ߩ࡞ࡌ⸽ࠆࠃߦᯏ㑐┙⁛ Social Accountability International
ࠆࠃߦ SA800 ߩ࿖⧷ޔ߽ߦઁߚ߹ޕࠆࠇߐⷞ⋘ࠅࠃߦᩏᴺੱ⋘┙⁛ޔߪ Institute of Social 
and Ethical Accountability ߪ AA1000 ߩ࿖☨ޔߒⴕ⊑ࠍ NGO ࠆߢ Global Reporting 
Inistiative 㐿ࠍᜰᮡࠬࡦࡑࠜࡈࡄߩᜬ⛯ᕈߩߢ㗔ၞߩߟਃ߁ߣ会␠ޔⅣႺޔ経済ޔߪ

ഭ⚵วㅪว会ߩ࿖☨ߌࠊࠅߣߪߦࠇߎޔߒ⊑ AFL CIO  大ડᬺ(GM, Nike, Ford, Total߿
Fina Elf ᮡḰ化ද会ࠬࡦࡈޕࠆߡߒෳട߇(ߤߥ AFNOR ߚ߹߽ SD21000 ⷙᩰࠍ⸳ቯ

ࠆߡߒኻᔕߢ࡞ࡌ࿖㓙ߦද会ߩߎޔ߇ࠆߡߒ ISO  ޕߥߡࠇߐቯߛ߹ߪⷙᩰߩ
⾗会⊛⽿છᛩ␠ SRI ߇␠会ߌᩰઃޕᯏ㑐࠻ࡦ࠲࡞ࠨࡦࠦߩ SRI Ꮢ႐ߢડᬺߩᩰઃࠍߌⴕ

ߩડᬺ߳ޔࠅࠃߦߣߎ߁ CSR ࡈޕࠆߡࠇߐᦼᓙ߇ߣߎࠆߖߐߦ⊛Ⓧᭂࠍߺ⚵ࠅขߩ߳

೨ޔᦨㄭޔߪߢࠬࡦ CFDT ോዪ㐳 Nicole Notat ߌᩰઃߚߒ߁ߎ߇ rating 会␠ VIGEO
㧔ᣥ ARESE㧕ߩ会㐳ߦዞછ߇ࠇߎޕࠆߡߒડᬺߦኻߩߘޔߡߒ␠会⊛ޔⅣႺ⊛ࡈࡄߥ

ߚߒ㈩ᘦߦ୶ℂޔߪ␠会ߌᩰઃߚߒ߁ߎޕࠆߥߦߣߎࠆߌઃࠍὐᢙߚߒᤋࠍࠬࡦࡑࠜ

年㊄ၮ㊄߿ SRI ᯏ㑐߇ࠈߎߣޕࠆߔߣ࠻ࡦࠕࠗࠢࠍ Attac ࡞ࠨࡦࠦߚߒ߁ߎޔ߫ࠇࠃߦ

ଐ㗬ࠍᩏ⺞ߩߎޔߪᩏ⚿ᨐ⺞ߩߎ㧔ߕࠇߐߪଔ⚿ᨐ⹏ߩߘޔߪߡߟߦឭଏߩ࠻ࡦ࠲

ߩᰴߚ߹ߦࠄߐޕࠆߢߩᒙ߇ㅘᕈߩᚻᴺߚߒ߁ߎޔ㧕ࠄ߆ࠆߔዻߦ࠻ࡦࠕࠗࠢߚߒ

都วࠍ࠻ࠪࠬࡦࡃߩ↪ㆡߩ▸ⴕേⷙ߇ᄙ࿖☋ડᬺޟޕߥߪߢ߈ߴߔㅏ߽⸒⸽ߥ߁ࠃ

ߚ߹ޔߊߥߪߢߩࠆߦ߁ࠃߩ PricewaterhouseCoopers ߿ IntereK, SGS,DNV ߣ

ᡷༀߪᘒޔߪߦ߈ߣߚࠇኈߌฃࠍߣߎࠆߨᆔࠍᯏ⢻ߚߒ߁ߎߦ␠会⊛㕙⸽会␠ߚߞ

ߩࠅ߅ߡߞߥߣࠬࡀࠫࡆ߇ⷞ⋘ߩ▸ⴕേⷙޔߒ߆ߒޕߚࠇࠊᕁߣߥࠇߒ߽߆ࠆࠇߐ

Ḯᴰࠆߡߞߥߣએࠍࠇߎޔⴕ߁会␠ߩ⁛┙ᕈ߇⇼ⷞޠࠆߡࠇߐ(E. Sheperd(2001), 
Attac, (2003)ࠅࠃᒁ↪)ޕ 
 
㧔㧟㧕ߩߡߒߣࡠ࠻ࡈ࠰ CSR㧫 
 ㅀߩ CSR ߩߣࡠ࠼ࡂߣࡠ࠻ࡈ࠰ߪ㆑ߩ႐┙ߩ࠲ࠢࠕߥᄙ᭽ࠆߋࠍ

ኻ┙ࠆߋࠍᴺ学⠪ߩ㑆ߩߢኻ┙ߣ㊀ࠬࡦࡈߦ․ޕࠆߥ経࿅ㅪ MEDEF ߢߩߥ⪺㗼ߦ

CSRޔ߇ࠆ ߔᓮ⛔ࠍ会␠ߚࠇ߆㐿ޔߪડᬺ߮㊄Ⲣᯏ㑐ޔߦߒᴺᓞήߥ⊛ോ⟵ޔߡߞࠃߦ

ࠗ࠽ߩᏆ⺞ᢛ⢻ജ߳⥄ߩࠄ⥄ޔߡߒߣ会⊛೨ⴡ␠ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ↥ࠍ▸ⷙߩߚࠆ

߇ᡰᜬ⠪ࡠ࠻ࡈ࠰ޕ(Fayolle, 2006)ࠆߡߒࠍା㗬ߥࡉ CSR ߡߒߣࡠ࠻ࡈ࠰ࠍ

ᡰᜬߪߩࠆߔᰴߥ߁ࠃߩℂ↱ޔߜࠊߥߔޕ߁ߣࠆ߇ᄙ࿖☋ડᬺޔߪ࿖᳃࿖ኅߔ᧪↱ߦ

ࡂ㧔ࠆߢ߹߹ᒙߪߢ࡞ࡌߪ↪ㆡߩ࿖㓙ᴺ߽߆ߒޔࠅ߅ߡࠇታࠍ࿖ౝᴺࠆ

ࠦߩછᗧޔߢਅߩᴫ⁁ߚߒ߁ߎޕᶖᭂ⊛㧕ߦ↪ㆡߩ▸࿖㓙ⷙޔߪ࿖ኅࠆߔභ⁛ࠍࡠ࠼



ߊ߆ޕࠆߢߩ߁ߣࠆߔើ⊑ࠍᆭജ߇ࡠ࠻ࡈ࠰ࠆߥࠄ߆߈⛯ផᅑᚻߣ࠻ࡦࡔ࠻࠶ࡒ

CSRޔߡߒ ޔߒᚑࠍ▸ⷙߩㅢޔߢਛߩࠢࡢ࠻࠶ࡀડᬺߚࠇߐ᭴ㅧ化ߦ⊛☋ᄙ࿖ޔ߇

᥉ޔߢߣߎࠆߔᄙ࿖㑆࿖㓙⺞ᢛᰳߩὐࠍቢ2002ޕࠆߢߩ߁ߣࠆߔ 年 9 月ࡂ࡛ߩ

Business Action for Sustainable DevelopmentޔߢṶსߩ࠻࠶ࡒࠨࠣ࡞ࡉࠬࡀ ߪ会㐳ߩ

⏕ߦㅀޟޕࠆߡߴᄙ࿖☋ડᬺޔઁߣ ࡊ࠶ࠪ࠽࠻ࡄߩߢ㑆ߩߣ࠽࠻ࡄߚࠇㆬ߫ߩ

ߩᏒ᳃␠会߿ᶖ⾌⠪ߚ߹ޕޠࠆߥߦߣߎࠆࠊઍߡߞขߦ⊛ⷙߥ⊛࿖㓙߮ࠃ߅⊛࿖ౝޔ߇

ⷐ⺧ߔ߹ߔ߹߇෩ޔࠅ߅ߡߞߥߊߒડᬺޔߪᏒ႐ߩߢ┹ജࠍ⛽ᜬߒ߁ߎޔ߽ߦߚࠆߔ

CSRޟ߽ߢࡄࡍࡦࠣߩᎺᆔຬ会᰷ޔߕࠄߥ߫ࠇߌߥߌะࠍᵈᗧߦ⺧ⷐߚ ડޔߪ

ߎࠆߔ㒐੍ޔߒ੍ࠍෂᯏߥ߁ࠃߥࠇߒ߽߆ߔࠄߚ߽ࠍ⪬ߩᩣଔޔߥ៊ࠍ್⹏ߩᬺ

 ޕࠆߡߒߣޠࠆߔ₂⽸ߦߣߎࠆߔᦨዊ化ࠍࠢࠬޔߢߣ
 ઁᣇߩࠬࡦࡈ┙ᴺ⠪ߩߣࡠ࠼ࡂߣࡠ࠻ࡈ࠰ޔߪኻ┙ࠍᚻߡߺߡߨ߹ߎࠍ

2000ޔ߫߃ޕߚߞߤߚࠍᣇะߩᢛ߳⺞ߥ࠼࠶ࡉࠗࡂޔߊߥߪߢߌࠊߚ 年ઍࠆߪߦ

CSRޔߣ 2001ޔࠇߐ␜߇ᴦ⊛ᗧᕁࠆߌᣇะઃࠍડᬺߣ߳ 年ޔߪߦ⋧ᰴߢਃߩߟᴺᓞ

経済⺞ᢛᴺޟߜࠊߥߔޕࠆߡߒ┙ᚑ߇ NREޔߪޠ႐ߩ会␠ߦኻߡߒ␠会߮ⅣႺߩ

ቯߦᖱႎឭଏߩ߳࠳࡞ࡎࠢ࠹ࠬߣㅘᕈޔߪࠇߎޕࠆߡߌߠോ⟵ࠍࠣࡦࠖ࠹ࡐ

⊛ᓎഀࠍਈࡦ࠰ࠢࠨࡠࠣࡦࠕޔߢߣߎࠆ߃ᵹޠࠬࡦ࠽ࡃࠟ࠻ࡐࠦޟߩᔨࠍዉ

ࠆߔ㑐ߦ⫾⾂ᓥᬺຬޔߚ߹ޕ(Sauviat, 2006)ࠆߢᴺᓞߩᦨೋߢࠬࡦࡈޔߚߒߣ߁ࠃߒ

ᴺᓞޟޔߪഭ⚵วᮮᢿ⊛ഭ⠪⾂⫾ᆔຬ会 CIESࠍ⟎⸳ߩޠⷙቯޔߪࠇߎޕࠆߡߒ年㊄

ᐲߩᜬ⛯ᕈࠍ⏕ߩߘޔߊߥߢߌߛࠆߔᛩ⾗ᣇ㊎ޔ߇␠会⊛ޔⅣႺ⊛ޔ୶ℂ⊛ၮḰࠍ⠨

ᘦߥ߁ࠃࠆߔ年㊄ၮ㊄ࠍ⟎⸳ߩߡߒ߁ߎޕࠆߢߩࠆߡ CFDTޔCFE-CGCޔCFTCޔ

CGT ߁ߣ 4 2002ޔ߇ว⚵ߩߟ 年ߦ CIES SRIޔࠅࠃߣ߽ߪോ⊛ోᕈ⽷ޔߒ⟎⸳ࠍ ߩ

ၮḰߦၮޔߡߠ㊄Ⲣຠ࡞ࡌࠍ化ޕࠆߡߒߣ⊛⋠ࠍߣߎࠆߔ 
 
㧠㧚CSR  ̆̆ߡ߃߆ߦࠅࠊ߅᳃ਥਥ⟵⊛▤ℂ̆̆ߩ経済ߣ
 ᧄⓂޔߪCSR CSRޔߪᛕ್ߚߒ߁ߎޕߚ߈ߡߒߣ㗴⺖ࠍߣߎࠆߔ⸛ᬌߦ⊛ᛕ್ࠍ ᄙࠍ

࿖☋大ડᬺࠆࠃߦᣇଢޔ㘈ቴᩣਥߩࠖ࠹ࡗࠗࡠᚻᲑࠍޔߡ߃経済ࠍ᳃ਥਥ⟵⊛ߦ▤

ℂߥ⊛ࡠࠢࡑࠆߔᐲߢ߹ߦ㎊߃ߦߚࠆߍᔅⷐߥᬺߣ⠨ࠬࡦࡈޕࠆߢࠄ߆ߚ߃

ߩ߆ߟߊߡߟߦᣇะᕈߚߒ߁ߎޔߪ࠻ࠬ࠽ࠝࠪࡦࠔࡧࡦࠦ߿࠻ࠬ࠾ࠝࠪࡘࠡߩ

╭ࠍ⠨ޕࠆߡ߃߫߃ Aglietta, Reberioux (2004)ޔߪഭ⠪⾂⫾ၮ㊄ࠍㅢߚߓᓥᬺຬ

SRIޔߒࠆߡߒ᭴ᗐࠍࠬࠢࠕߩ߳⟵ᩣਥ᳃ਥਥߩ ᩣਥߢᒻߩޠߌ会⊛ᩰઃ␠ޟࠆࠃߦ

ޕ߽ࠆߢߣߎࠆߔዷ㐿ࠍജߩડᬺ߳ࠆࠃߦ ߩࠬࡦࡈޔ߽ߣߞ NGO ߩ Attac ޔߪߤߥ

㕖㊄Ⲣ⊛ߥၮḰߩዉޔࠅࠃߦ㊄ⲢᏒ႐ࠍ୶ℂ化ߪߩ߁ߣ߁ࠃߒෂ㒾ߥᐛᗐߣޔࠆߢ

ᛕ್⊛ߚߒ߁ߎޕࠆߢᐛᗐޔߪഭ⠪㑆ࠍ࠾ࡈ࠱ࠠࠬߩߢჇ㐳߁ߣߛߌߛࠆߖߐ

 ޕ㧕ߦ߁ࠃ߁ߣޔࠆߔᚑ⾥ߪ⑳ߦ㓹⸂ߩ⑳ߥ߁ࠃࠆߖߐჇടࠍᩣଔࠆߔᚲߩ⑳㧔ࠆߢߩ
 
ᵈ 
(ᵈ 1)㧦ᚒߪޘߢࠈߎߣߩ(᜕Ⓜ CSRޔ(2006 ߥߣޠ⹜㛎ߥ⛔ᱜޟࠆߔౝߦᧄਥ⟵ᐲ⾗߇

⠨ኤࠍޔ߆ߩߥ߆ߒߢޠ⒖േޟࠆߥනߩߚࠆߔㄤ回ࠍᧄਥ⟵ᛕ್⾗߽ߣࠇߘޔ߆ߩࠆ߃ࠅ

߆ߒߢޠ⺧ⷐߩⓍ⫾ߩή㒢ߩᧄ⾗ޔࠆࠃߦᚻᲑߥ⊛ᐔߦ⊛ᒻᑼޟߪ⟵ᧄਥ⾗ࠅ߹ߟޕߚߒ

ࠡࡠࠝ࠺ࠗ⊛ᱜ⛔化ޔߪ⟵ᧄਥ⾗ޔߪߦߚࠆߖߐ࠻࠶ࡒࠦࠍޘੱߣㆊ⒟߳ߚߒ߁ߎޔߊߥ

㧔⾗ᧄਥ⟵ޟߩ♖ޠ㧕ࠍᔅⷐߪࠡࡠࠝ࠺ࠗߩߎޔ߽߆ߒޕࠆߢߩࠆߔߣ⾗ᧄਥ⟵ડᬺ߳

ࠍേᯏ߁ߣޔࠆߔ⾗ߦㅢༀߥ⊛会␠߇࠻࠶ࡒࠦߩߎޔߕࠄߥߺߩੱ⊛േᯏߩ࠻࠶ࡒࠦߩ

ឭଏࠄ⥄ޔߒ߆ߒޕࠆߢߩߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ⥄りߩߘߦᱜᒰ化ࠍߔߛ⾗ᧄਥ⟵㧔⾗ᧄ

⫾Ⓧࠇߘ⥄߇⋡⊛㧕ޔߪ୶ℂ⊛േᯏઃࠍߌឭଏࠍߜߚ࠲ࠢࠕޔߕ߈ߢേຬޔߪߦߚࠆߔ

ᛕ್ߩ߳⟵ᧄਥ⾗ޔᢜߩߘޔߪ⟵ᧄਥ⾗ޔߕࠄߥ߫ࠇߌߥ᳞ࠍḮ⾗ߩᱜᒰ化ޔߦᄖߩࠄ⥄

ࠆ߃ਈࠍᱜᒰ化ޔߒឭଏࠍ␆୶ℂ⊛ၮߡߒኻߦ⟵ᧄਥ⾗ޔ߇ߘߎᛕ್ޕࠆߢߩࠆߔߣᔅⷐࠍ

ޕࠆߢߩ  
 CSR  ޕࠆߢߩߥ߈ߢឭଏࠍߌ୶ℂ⊛േᯏઃߩ⢄ᔃޔߪߦߒᛕ್ήߩ߳ࠄ⥄ޔߪ



 
㧔ᵈ 2㧕㧦╩⠪ޔߪ⾗ᧄ⾓ഭ㑐ଥ߇⾗ᧄਥ⟵␠会᭴ᚑ⊛ߥᩮḮ⊛ߥ⍦⋫㧔ࠄ߆ߎߘ⾗ᧄਥ⟵

߃⠨ߥ⊛⟵ㆶరਥߣࠆߔ߽ߣߚߒ߁ߎޔ߆ᐲޔ߇ߚ߈ߡ߃⠨ߣ㧕ࠆߔ᧪߇ࡓ࠭ࡒ࠽ࠗ࠳ߩ

ᧄⓂޕߚߞߢ߈ߣߚߒធߦầᵹߩࡓ࠭࠾ࡒࠚࡈޔ߫߃ߪࠇߘޕߚߞ߽ߣߎߟᜬࠍ⇼ߦ

CSRޔ߫߃⸒ߢ㑐ㅪߩߣ ߞߥߦ⽎ኻߩଔ⹏߽ߤߥวഀߩℂ⡯▤ߩᅚᕈߡߒߣᄙ᭽ᕈߩ経済ߪߢ

ߥ⊛ᩮḮߚߒ߁ߎޔߪ㗴ߩޠ㘧べ㧍ߩߌ߇ޟ߁ߣᄁ⽼ߩຠ߽ߘ߽ߘޔߚ߹ޕࠆߡ

㗴ޕ߆߁ࠈߢߩߥߪߢCSR ߦߒߥ進化ߩᶖ⾌⠪㧩Ꮢ᳃߳ߩ࠻ࡦࠕࠗᶖ⾌⠪㧩ࠢߪ႐⊓ߩ

ᜬࠍ⟵ᗧߥ߈大ߡࠊ߈߇ᖱႎ⊒ାߩߢ࠻࠶ࡀ࠲ࡦࠗޔ႐วߩߎޕ߁ࠈߢߥࠇࠄ߃⠨ߪ

㧕߃឵ߺ⚵GMO㧔ㆮવሶޔߪࠬࡇࡦࠣޔߡ߅ߦࠬࡦࡈޔ߫߃ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߟ

ߦࡗࠗࡊࠨ߇㊂⽼ᐫޔߦߚߚߒ㐿ߢ࠻࠶ࡀ࠲ࡦࠗࠍ࠻ࠬࠢ࠶ࡉߩ㘩ຠࠍ

ኻޔߡߒຠࠄ߆ GMO ߔߥࠍࡓ࠭ࡒ࠽ࠗ࠳ߩ会進化␠ޕߚߞߥߦߣߎࠆ᳞߁ࠃࠆߔឃ㒰ࠍ

⍦⋫ߦࠄߐޔߡߟߦᜰ៰2006ޕ߁ߎ߅ߡߒ 年 12 月ߥ⊛⑳ߩ⎇ⓥ会ߩᏨޔߢਛፉ⟵㧔大

㒋Ꮢ┙大学㧕ޠ࠻࠾ޟߪ㗴ߡߟߦᰴߡ߅ߦ‛ᬀޕߚߡߞ⺆ࠍߣߎߥ߁ࠃߩᚑ㐳ὐ߇

ᚑ㐳ߪ࠻࠾ޔߦ߁ࠃࠆߔ␠会߇ᚑ㐳ޔߦߚࠆߔ␠会߈⓭ࠄ߆ߚࠇߐᚑ㐳ὐ߁ߣࠆߢ

ߚ߃໒ࠍ論⇣ߦ論࠻࠾ߩࠆߖߐ᳞ࠍዬ႐ᚲߦߌߛ経済␠会ޔߡߒ߁ߎߪᓐޕࠆߢߩ

会␠ޔߒ㑐ㅪߦ߁ࠃߩߤ߇ߣ㧕࠻࠶ࡀࡎ.㧔Aޠᴦࠆߋࠍᛚޟߣᴦߩಽ㈩ޕߚߞߢߩ

ޕ߁ᕁߣߚࠅ⠪߽⍮╩ޔ߆ߩࠆߖߐᚑ㐳ࠍ  
 
㧔ᵈ 3㧕㧦Boltanski, Chiapello ࠃߦᧄਥ⟵ᛕ್⾗ߩᒻᘒߩߟੑߩᱧผߪ♖ߩ⟵ᧄਥ⾗ޔߪ

Ḯߩ╬ਇᐔ߿࿎⽺ߪࠇߎޔࠅ߇会⊛ᛕ್␠ߪߢᣇ৻ߜࠊߥߔޕࠆߔߣࠆߡߍㆀࠍ進化ߡߞ

ᴰߩߡߒߣ⾗ᧄਥ⟵ࠍᛕ್ޔߒ␠会ਥ⟵ࠬࠢ࡞ࡑ߿ਥ⟵ઁޕࠆߡߒߣဳౖࠍᣇߪߢ⧓ⴚኅ⊛

ᛕ್ޔߪ⾗ᧄਥ⟵߇ੱࠄ߆ഃㅧᕈ߿⥄ᓞᕈࠍᅓޔ↢ᵴߩ⣕㝷ⴚ化߇߹߿‛ᕈߩḮᴰߥߣ

 ޕࠆߔᛕ್ࠍߣߎࠆߡߞ
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京都大会ᣈ京都大学 
 

 

ડᬺ߳ࡦࠝࠪࡦࠔࡧࡦࠦߩᵷ࠴ࡠࡊࠕߩ㧦 

 ડᬺℂ論ߩࡀ࡞ࡧࡘ࠺̆࡞ࡑࠗࠛࡢ࠰ࡦࡈ

 
                     大㒋Ꮢ┙大学    ᶏ⠧Ⴆ  
                    ᮮᵿ࿖┙大学     ጟ ᶈੑ 
ⷐᣦ 

ᧄႎ๔ࡦࠝࠪࡦࠔࡧࡦࠦޔߪ⊛⋠ߩᵷߩડᬺℂ論ߩߘޔߌࠊࠅߣޔઍ⊛論⠪ߢੱ৻ߩ

ޕࠆߢߣߎࠆߔߦ߆ࠄࠍ⦡․ߩડᬺℂ論ߩࡀ࡞ࡧࡘ࠺̆࡞ࡑࠗࠛࡢ࠰ࡦࡈࠆ

ᣂฎౖᵷ経済学ޔߪડᬺߩ⻉㑐ଥࠍಽᨆߜࠊߥߔޔ࡞࠷ࠆ߁ߒᄾ⚂ℂ論ࠍ⊒ዷߎࠆߖߐ

ߪ࡞࠷ߩߎޔ߇ߛޕߚ߈ߡߒߣ߁ߏႧࠍ⪬ᰳߩᏒ႐ℂ論ߥߩࠆභ߇ડᬺޔߢߣ

↢↥ᵴേࠍ⺑ߩߚࠆߔᣂߥߚᨒ⚵ࠍߺᒻᚑޔ߽ࠅࠃ߁ߣࠆߔᏒ႐ߩ࡞࠺ࡕᒛࠍⴕ

ޔߕࠄߥ߫ࠇߌߥߒᱜୃࠄ߆ᩮᧄࠍᣂฎౖᵷℂ論ߪߦࠆߔ⸂ℂࠍડᬺޕߥ߉ߔߦࠆߡߞ

ߣ経済学ߪ࠴ࡠࡊࠕߩࡀ࡞ࡧࡘ࠺ޕࠆࠇߐߣ೨ឭ߇ࡉࠖ࠹ࠢࡍࠬࡄᐢߪߦߚߩߘ

ᴦ␠会学߇Ꮕࠆߔ႐ߦ⟎ޕࠆߡࠇࠄߌߠᓐߩડᬺℂ論ޔߪᴦື学ߩ৻ಽ㊁ߢ

 ޕࠆࠇߐ߇⦡․ߩߘߦߣߎࠆߖߐ↢ౣࠍᴦ⊛ᰴరߩᴦ経済学ߚߞ
⾗ᧄਥ⟵⊛ડᬺޔߪᏒ႐ࠍੱߩ⸃ࠍଦߔ⛔ᴦᒻᘒߔߥߺߣ⥄↱ਥ⟵⊛ߥᴦ⊛

ⴣࠄ߆ะߞ⌀ߣࡦ࡚ࠫࡆ⊛⟵ਥ↱⥄ࠆߔߣḰࠍੱߥ╬ᐔߢ↱⥄ޕࠆࠇ߈ዉࠍᒛ✕ߦ

ߩ߽ߚߞߣᓥዻߩഭ⠪⾓ߩᆭ߳ᮭ⊛ࠠ࡞ࠛࡅߩ㓹↪ਥ߿集ਛߩ大㊂ߩᧄ⾗ࠆߔ⓭

ࡦࠚࠫ㗴㧔ࠛߩࡉࠖ࠹ࡦࡦࠗޔߪ࠴ࡠࡊࠕ⊛ᴦ経済学ߚߒ߁ߎޕࠆߢࠇߘ߇

㗴ߩᢛ⺞߿㧕߆ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠊᡰᛄߦ߁ࠃߩߤࠍႎ㈽ߪߦߚࠆߔ↥↢ᦨ大㒢߇࠻

㧔ડᬺ߇ല₸⊛ߪߦࠆߢᖱႎ߆ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ❰⚵ߦ߁ࠃߩߤࠍ㧕ޔߕࠄ߹ߤߣߦ

ߦኂߩⴣ⓭߇ሽޔࠛߕࠄࠊ߆߆߽ߦࠆߔ ޔߒࠍ⼂Ꮻዻᗧߩㅢ߇ߜߚ࠻ࡦࠚࠫ

ㅢༀࠍㅊ᳞ࠍߣߎࠆߔน⢻ࠆߥ߆ߪߩࠆߔߦ⛔ᴦᒻᘒ߁ߣޔ߆ߩࠆߢ㗴ࠍขࠅ

ߩߎޕࠆߍ㗴߈⸂ࠍޔߢߣߎߔ߆ડᬺߩ⛔ᴦ᭽ᑼ߈ࠃࠅࠃߩℂ⸃߳ޕࠆ⥋ߣ⥄↱ਥ

ߣࠆߔㆊዊ⹏ଔࠍ㕖ኻ⒓ᕈߩ࿕ߦᵴേࠆߔߣᔅⷐࠍ集ਛߩᧄ⾗ߩ大㊂ޔߪࡦ࡚ࠫࡆ⊛⟵

หᤨޔߦ␠会ࠆߌ߅ߦੱߩ⥄ᓞᕈ̆̆ߩߎޔߡߒߘ⥄ᓞ⊛ߥੱޔߪ⍮⼂߿ଔ୯ߩⓥᭂ

⊛Ḯᴰࠍ̆̆ࠆߡߞߥߣㆊ大⹏ଔߩߘޔࠅ߅ߡߒ⍮⼂߇ࠆߔ集࿅⊛ᕈ⾰ߦ⇐ᗧޕߥߒ

⚂ᄾߩੱ㑆ࠍ␆ၮߩ会⊛⚌Ꮺ␠ࠆߌ߅ߦડᬺޔ߈ၮߦࡦ࡚ࠫࡆߥ߁ࠃߩߎޔߡߞ߇ߚߒ

␠ޔߪߦߚࠆࠇߦ⠨ᘦࠍᐲࠆߡߌߠ␆ၮࠍ会⊛⚌Ꮺ␠ޕߥ߈ߢߪߣߎࠆ᳞ߦ

会ᄾ⚂߈⸂ߡߟߦߔ߆ઍߩᴦື学ࠍᬌ⸛ߩߘޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ႐วޔੱߩ

⥄ᓞᕈࠍ⼏⇣ߦ໒߇ߣߎࠆ߃㊀ⷐߩߘޔߊߥߪߢ⥄ᓞᕈ߇↢ᓧ⊛ߡߊߥߪߢ␠会ߩਛߢᒻ

ᚑࠍߣߎ߁ߣߛߩࠆࠇߐ⼂߇ߣߎࠆߔ㊀ⷐޕࠆߢߩߥ 
 



 2 

㧝㧚ࡦࠝࠪࡦࠔࡧࡦࠦ̆̆ߦߓߪ経済学̆̆ࠢࠖ࠹ࡑࡉࡠࡊߩ 
 
 ᧄႎ๔ࡦࠝࠪࡦࠔࡧࡦࠦߩߎޔߪ⊛⋠ߩᵷߩડᬺℂ論ߩߘޔߌࠊࠅߣޔઍ⊛論⠪ߩ৻

ߢߣߎࠆߔߦ߆ࠄࠍ⦡․ߩડᬺℂ論ߩࡀ࡞ࡧࡘ࠺̆࡞ࡑࠗࠛࡢ࠰ࡦࡈࠆߢੱ

ડᬺޔߦ৻第ޕࠆߢࠄ߆↱ℂߩߟਃߩᰴޔߪߩࠆߍࠅขࠍડᬺℂ論ߦ․ߢߎߎޔ߇ࠆ

ℂ論ߪ↢⺀એ᧪ EC ࡦࠦޔ̆̆ࠆߢᏒ႐߇ਥᚢ႐ߩߟ৻߁߽̆̆ࠅߢߟ৻ߩਥᚢ႐ߩ

第ޔὐࠆߢ㗔ၞߔ␜ߊࠃࠍ㐳․ߩ経済学ࡦࠝࠪࡦࠔࡧࡦࠦߪડᬺℂ論ߩᵷࡦࠝࠪࡦࠔࡧ

ࠫࡔࠗޔߊૐ߇⽎ᐲޔߢᗧ߁ߣࠆߡߒߣ⽎ኻࠍડᬺࠆߢሽߥ⊛ౕޔߦੑ

ޔࠄ߆ߣߎ߁ߣࠆߡߞⴕࠍኻᲧߩߣડᬺℂ論ߩઁޔߦ第ਃޔὐ߁ߣߔ߿ߴ߆ᶋࠍ

ߩ学⁁ᴫࠆߌ߅ߦ EC ߎޔὐ߁ߣߔ߿ߒᛠី߇ᕈ⥄⁛ߩߘߡߒߘޔߌߠ⟎ߩ

ECޔߢߣߎߔ␜ࠍోߩડᬺℂ論ߩߘޔߪᧄႎ๔ޔࠄ߆↱ℂߟਃߩ ℂ論ࠆߡߒ߇

⊛⒟ࠍߣ߁ࠃߒߦ߆ࠄ⠨ߩࡀ࡞ࡧࡘ࠺ޕࠆߡ߃ડᬺℂ論ߦߊߡߞ೨ޔߕ߹ޔߦ

経済学㧔એਅࡦࠝࠪࡦࠔࡧࡦࠦ EC㧕ࠍࠢࠖ࠹ࡑࡉࡠࡊࠆߥ߆ߪߣࠆߡߒ学

ᵷ߿߿ޔ߆ߩࠆߢޕ߁ࠃߒߦߣߎߊߡߺ߇ࠆߥߊߒ 
EC 1989ޔߪ 年ޢࠢࡒࡁࠦࠛࡘࡧޡߩߩ․集ߡ߅ߦ↥ჿࠍޔߍࡈޔ

ECޕࠆߡᶎ߮ࠍ⋠ᵈߦ⊛⇇ߡߒߣᕁᗐߩࠇ߹↢ࠬࡦ ࠲ࠢࠕߩߢᰴరߥ⊛ࡠࠢࡒޔߪ

ޔࠄ߇ߥߡᒰࠍὶὐߦ᭽ᑼߩวᗧ߿㧕ࡦ࡚ࠪࡀࠖ࠺ᢛ㧔ࠦ⺞ࠆߌ߅ߦⴕὑ⋦ߩ㑆

ࡄߥߚᣂޔߢߣߎࠆߔዉࠍⷞὐࠆߥߣゲߩߟੑ߁ߣ学⊛ォ回㉼⸂ߣ⍮⊛ォ回ߦߎߘ

ߑ߃ߩޟߩࠬࡒࠬࡓ࠳ࠕޕࠆߡߒߣ߁ࠃߒᣂࠍ経済学ߦߣ߽ߩࡉࠖ࠹ࠢࡍࠬ

ߦ߆ޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦࠆߥ⇣⋦߇ኂߩੱ⻉ޔߪ経済学ޔߦ߁ࠃࠆࠇߐઍߦޠᚻࠆ

ⴕߡߒߦ߆߇ᢛ⺞ߩⴕὑ⋦ߩ㑆࠲ࠢࠕޔߚ߹ߪࠆޔ߆ߩࠆࠇߐ㆐ᚑ߇วᗧߡߒ

ޕ߁ࠈߛ߽ߡ߃឵⸒ߣ㗴ߩ⒎ᐨᒻᚑߪࠇߎޕߚ߈ߡߒតⓥߡߟߦޔ߆ߩࠆࠇࠊ

ߩਥᵹᵷ経済学ߩᕁᗐ⊛ầᵹޔߪߡ߅ߦᏒ႐ߚߒ߁ߘޔ߇วᗧߩ᭽ᑼޔߩߡߒߣ

ߪߣߎߩߘޔࠅߢߩࠆߡߞ߹ߒߡߒභ⁛ࠍߩߡߒߣᢛ᭽ᑼ⺞ߩⴕὑޔߪࠆ 20
♿ਛ⪲એ㒠ߩ৻⥸ဋⴧ論ߩߘ߿┙⏕ߩᓟࠆࠃߦߤߥࠞ࠶ࡌߩ経済学Ꮲ࿖ਥ⟵ߡ߅ߦ

ߥ⊛┵⇣ߊࠍࠇᵹߩߘ߿経済学ࠬࠢ࡞ࡑߩ᧪ᓥޔߦ⊛ኻᾖߪߣࠇߎޕࠆࠇߐߦ⊛┵

ᕁᗐ⊛ầᵹ̆̆ㄭ年ߩ経済␠会学ޟߩࠄ࠲࠶ࠚࡧࡁ߽ࠣߡ߅ߦၒㄟޠߺᔨߩਛ

⊛Ꮢ႐┹ߡߒߣℂᗐ⊛⺞ᢛᒻᘒߥ⊛⟵᥉ㆉਥޔߪ̆̆߇ࠆߢߩࠆߖ߇ᓽ․ߩߘߦ

ߒ᭴ᚑࠍ㗔ၞࠆߥ⇣ߪߣᏒ႐ޔ߈ߠၮߦࠆߥ⇣ߪߣࠇߘޔߒኻߦߣߎࠆߌߠ⟎ࠍ

ECޕߚ߈ߡߒᓥߦߣߎࠆߔតⓥࠍේℂࠆߡ ࠆߌߠ⟎ߦ⼆♽ߩߎߪߊ߈大ޔߚ߹߽

ࠆߔᓧ₪ࠍ⋛ၮࠆߔኻ化⋦ࠍᏒ႐ޔߡ߅ߦᬺߩ⸤ޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕ߁ࠃ߈ߢ߇ߣߎ

ߥ⇣ߪߣᏒ႐ޔߡߒࠅߚߒシⷞޔࠅߚߖߐᏗ⭯化ࠍ⟵ᗧߩᏒ႐ޔࠅ߹ࠆߔߣ⊛⋠ࠍߣߎ

ࠆ㒱ߦ〝ⴼዊ߇経済学ࠬࠢ࡞ࡑ߇ߣߎߩߎޔߣߎ߁߹ߒߡߌၮ␆ઃࠍᏒ႐ߡߞࠃߦේℂࠆ

ߘޔߟߟࠍߣߎࠆߢߟ৻ߩᢛ᭽ᑼ⺞ߥᏒ႐߽㊀ⷐޕࠆߢߟ৻ߩේ࿃ߚߞߥߦߪ

ߎࠆߔឭଏࠍߺ⚵ᨒߥ߈大ߦࠄߐߥ߁ࠃࠆߔ┙⏕ࠍᢛ᭽ᑼ⺞ߥ⊛േᘒߢ⊛ᄙరߚࠍࠇ

߇ࠇߎޔߣ EC ᣂฎౖᵷ経済ޔߡ߅ߦᗧߩߎޕࠆߡߒ᭴ᚑࠍࠢࠖ࠹ࡑࡉࡠࡊߩ

学㧔ߪࠆ৻⥸ဋⴧ論㧕ߩౝㇱࠄ߆ౝ⊛ᛕ್ࠍⴕߢߣߎ߁Ꮢ႐ࠆߥ⇣ߪߣ㗔ၞ̆̆ߔ

ߴߔតⓥࠍࡓ࠭࠾ࠞࡔᯏ⢻߿ⴕὑ᭽ᑼߩ࠲ࠢࠕߩߢߎߘޔߒ⊑ౣࠍ̆̆❰⚵ޔߜࠊߥ

ࠍ⼂㗴ᗧߩ経済学ߩ❰⚵߿ᣂᐲ学ᵷߚ߈ߡߒ႐⊓ߊ EC ߃⸒߽ߣࠆߡߒㇱ৻ߪ

1970ޔࠄߥߗߥޕࠆ 年ઍߦ⊓႐ߚߒౝㇱഭᏒ႐論߿ขᒁ⾌↪ߩ経済学߇ࠇߘ߃ߣߚޔߪ
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ਇචಽޔ߽ߡߒߣߚߞߢߩ߽ߥᏒ႐߳ߩ᥉ㆉਥ⟵⊛ࠄ߆࠴ࡠࡊࠕ㔌ޔߢߣߎࠆࠇ⺞ᢛ

᭽ᑼߩⶄᢙᕈࠍᒝ⺞ࠍ࠴ࡠࡊࠕࠆߔน⢻ࠆߔߦࠍ㐿ޔߚ߹ޕࠆߢࠄ߆ߚขᒁ⾌↪

ࡠࡊࠕ⊛⍮⑼学ࠆߌ߅ߦⓥ⎇❰⚵ߩ経༡学ࠆߔߣߓߪࠍࡦࡕࠗࠨޔ႐วߩ経済学ߩ

ߡߒᮡ᭙ࠍ⟵ᣇᴺ論⊛ੱਥޔߚ߹ޔߢὐࠆߡߦⷞ㊁߽ࠍ̆̆⇇㒢ߩวℂᕈ̆̆࠴

ECޔ߽ߢὐࠆ ߆ߪ㘃ૃᕈߩߎޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ៰ᜰࠍ㘃ૃᕈߩߣ

ECޔߦ߁ࠃࠆࠇߐ␜ߢᧄႎ๔ޕߥ߉ߔߦߩ߽ߩߌ ࠲࡞ࡏࠢ࠶ࡘޔߪࠬࡦ࠲ࠬߩ

会␠ޔࠅ߅ߡߞߥߣߩ߽ߚߒ〯ⷅࠍᴦ␠会学ߚ߈ߡߒዷ㐿߇ࡁࡧ࠹ࡦࡠ߿ࠠࠬࡦ

学ࠫࡠ࠼࠰ࡔࡁࠬࠛߩࠄ࡞ࠤࡦࠖࡈࠟࠆߌ߅ߦ㧔ޔߜࠊߥߔ␠会学ߩ⍮ߩ༡ߘޔߪߺ

ౝߦ会␠ޔࠅߦᐔߓหߦ⊛ᩮᧄߣߺ༡ߥ⊛日Ᏹߩߣ߮ੱߩ会␠ࠆߡߒߣ⽎ኻ߇ࠇ

࡞࠘࠻ޔߚߒߣᄾᯏߩߟ৻ߩߘࠍ㧕ߔ␜ࠍߣߎ߁ߣߥ߃ࠅ߆ߒߡߒߣߩ߽ߚߒ

ߡࠇߐ⋠ᵈߢಽ㊁ߩ学⠌❰⚵ࠆߌ߅ߦ経༡学ޔߪߦࠄߐޔ㘃学ੱߩ学⑼ߩߤߥࡦࡠࠞ߿

⍮⑼学ߩㅪ৻ߚߞߣ会⊛ಽᢔ⍮̆̆␠ߩࠄࠬࡦ࠴࠶ࡂޔߌࠊࠅߣᴫ⊛⍮̆̆⁁ࠆ

ECޔߜࠊߥߔޕࠆߡߒࠍᣇะᕈߩߘߣ࠴ࡠࡊࠕߥ⊛ ߢਛߩታ〣ߥ߹ߑ߹ߐޔߪ

ߦ߆ࠄࠍᣇࠅߩ᭴ᚑߥ⊛⋦ߩߩ߽ߚߞߣ❰⚵会␠ޔ࠻ࠬࠢ࠹ࡦࠦޔ⼂⍮ޔౕߩ

 ޕࠆߡߒߣ߁ࠃߒ࠴ࡠࡊࠕߦ❰⚵ડᬺߢਅߩⷞ㊁ߚߒ߁ߘޔࠅߢߩࠆߡߒߣ߁ࠃߒ
ECޕߥࠄ߹ߤߣߦ࠴ࡠࡊࠕ⊛⍮⑼学ߚߒ߁ߎߪᓽ․ߩࠬࡦ࠲ࠬߩࠄᓐޔ߇ߛ ߇

ࠆߡߒ⺞หߦᣂฎౖᵷᛕ್ࠆࠃߦࡦࡑࡘࠪࡂO࠻ࡃ࡞ࠕ߿ࡦࠕࠖ࠹࡞ࡑࠕ

ࠆᴦື学㧔߿ᓼ㧕ߪࠆ୶ℂ学㧔ߚߞߢߕߪ߈ߴࠆࠊᧄ᧪㑐߇経済学ޔߦ߁ࠃ

㑆ⴕേੱߚߦⷞ㊁ࠍ㗔ၞߚߒ߁ߘޔߡᒰࠍశߦ㗔ၞࠆߡߒߣ⽎ኻ߇ື学㧕ߪ

ߣࠆߡߒߣ߁ࠃߖߐᓳᮭࠍᴦ経済学ߚߒߦࠬࡌࠍࠇߘޔߒ┙⏕ࠍⷙ▸⊛␠会ℂ論ߩ

ߦࠈߎ EC ECޕࠆࠇߣߡ߇ࠬࡦ࠲ࠬߩ⥄⁛ߩ ޔߡߒߣߩ߽ㄭߦ࠴ࡠࡊࠕߩࠄ⥄ߪ

න৻ߩଔ୯ࠆࠃߦ⛔৻ᕈࠍ⋡ᜰືߔ学․ߦ࠴ࡠࡊࠕߩ᛫ߡߒหਥ⟵⊛ߥᱜ⟵論ࠍ

ዷ㐿ߩࠔ࠷࡞ࠜ࠙࡞ࠤࠗࡑࠆߔᛕ್⊛ᄙర論ࠍޕࠆߡߍEC ޔߪᓽ․ߚߞߛ㓙ߩ

⸥ߩ⍮⑼学⊛ޔߕࠄ߹ߤߣߦ࠴ࡠࡊࠕⷙ▸⊛␠会ℂ論ߩߡߒߣ経済学ࠍᮡ᭙ޔߒෘ

↢経済学߁ߣ৻ಽ㊁ߦⷙ▸⊛㗴ࠍㅊߚߞ߹ߒߡߞ߿ᣂฎౖᵷ経済学ࠍᛕ್ޔߒᱜ⟵

 ޕࠆߢߩࠆߔሽߦࠈߎߣࠆߡߒߣ߁ߎߢࠎ⚵ࠅขߦ⊛Ⓧᭂࠄ߆ᱜ㕙⌀ߦ㗴ߩଔ୯߿
એޔߢߣ߽ߩࠬࡦ࠲ࠬߥ߁ࠃߩEC ߇⇇会⊛␠߿⇇経済⊛ޔߪࡓࠣࡠࡊⓥ⎇ߩ

ᄙ᭽ߥ⺞ᢛ᭽ᑼࠄ߆᭴ᚑߣࠆߡࠇߐ⠨ޔ߃ⴕὑߩ⺞ᢛࠍᡰࠆ߃ᘠⴕ⊛⻉ᒻᘒߦᵈᗧࠍ集

ਛޔߪࠢࠖ࠹ࡑࡉࡠࡊߩߎޕࠆߖߐ⺞ᢛߦ㑐ࠆߔᰴߩߟੑߥ߁ࠃߩᣢሽߩኻᾖ⊛ߥ

↢ᄖޔࠅߢߩ߽ߚࠇࠄߖߐዷ⊑ߢ会学␠ߡߒߣਥޔߪ⸂ߩ৻第ޕࠆߡߞߥ⇣ߪߣ⸂

ߢߡߒㅢࠍᕈะߚߒቯߦ⊛ౝ㧔㕙㧕ޔߪࠆޔࠇߢߡߒㅢࠍ⚂ߚࠇߐ࿕ቯߦ⊛

ᔒߡߞࠃߦ経済学⠪ޔߪ⸂ߩ第ੑޕࠆߔቯߣࠆߔቯࠍᢛ⺞߇集ว⊛⻉ജߥᒝജޔࠇ

ะޔࠅߢߩ߽ߚࠇߐ第৻ߩ࠴ࡠࡊࠕߩ集วਥ⟵⊛ߥ⿰ะߣኻ┙ߩࡓࡘࡅޕࠆߔㆮ↥

ߪ⸂ߩ第ੑޔߢߣߎߊ▽ߦߩ D. ࠆࠃߦࠬࠗ࡞ᘠⴕືߩ学⊛⎇ⓥߡߞࠃߦ⸽ࠆࠇߐ

ᣇᴺ論⊛ੱޔߪ⸂ߩߎޕࠆߡߒߣ⊛⋠ࠍߣߎࠆߔㆶరߦㆬᅢߩੱࠍᘠⴕޔߥ߁ࠃ

ਥ⟵ߣ╓วޔ߇ࠆߔ⋧㍲⊛ᦼᓙߩή㒢ᓟㅌߡߒߣቯ⟵ޟࠆࠇߐ⍮㧔ㅢ⍮⼂㧕ߣޠ

ޔࠦߦㅒߪߣ⸂ߩ৻第ޕࠆߡߒଐߦᔨࠆߩߩ⇼߁ ޔߪᵷࡦࠝࠪࡦࠔࡧࡦ

ਥޔߡߒߣਇ⏕ታޔߢᄙర⊛ߟ߆േᘒ⊛ߥ⺞ᢛߦ↥↢ߩ㑐ᔃࠍᛴޕࠆߡ第ੑߩ⸃ߣ

ECޔߪߩࠆߥ⇣ ߣࠆߔઃਈࠍᏆ⋭⢻ജ㧔ᛕ್⢻ജ㧩ᴦ⊛⢻ജ㧕⥄ߦⴕὑਥޔߪߢ

߇ⷙ▸⊛ේℂߥ⊛᥉ㆉߩ৻නࠆߌ⒎ᐨઃࠍ経済␠会ߪࠆޔⴕὑ⋦ߩਥ⻉ޔߦ߽ߣ
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ሽࠍߣߎߥߒࠄ߆ߣߎࠆ⊒ޔߒⷙ▸⊛㗴ߦὶὐࠍᒰࠆߡߡὐޔߚ߹ޕࠆߢ

EC ޔߡߒߘޕࠆߡߞᛄࠍᵈᗧࠅࠃߦㅢ⻉ᒻᘒߩଔ⹏߿⍮ߡߞ㆑ߪߣ⸂ߩ第ੑޔߪ

ㅢ⻉ᒻᘒ㧔ECߥ߁ࠃߩߘ ⺞߇㧕ࠆߢࠎߣ࡞࠺ࡕଔ⹏ߪࠆ᭴ᚑ⊛ᘠⴕࠍࠇߎߪ

ᢛߩᘠⴕࠍᡰࠍࠄࠇߘޔࠅߢߩࠆ߃ੱߩㆬᅢߦㆶరޔߜࠊߥߔޕߥ߈ߢߪߣߎࠆߔ

ᘠⴕ⊛࠲ࠢࠕ߇࡞࡞㑆ߩ⋧ⴕὑࠍ⺞ᢛߪ࡞࡞ߩߘޔ߽ߡߒߣࠆߔቢోߪߢߩ߽ߥ

ࠆ߃ᡰࠍ㉼⸂ߩߎޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇࠊⴕ߇㉼⸂ߡߓᔕߦᴫ⁁ߡߒ㓙ߦ↪ㆡߩߘޔߊߥ

ߩේೣߡߒߣⶄᢙߩ᭴ᚑ⊛ᘠⴕ㧔⹏ଔ߿╬⚖ઃࠍߌᡰࠆ߃ᘠⴕ㧕ޕࠆߢߩࠆࠇ߆⟎߇ 
ߚߒ߁ߎ EC ߩ経済学ߥ⊛⛔વޔߦਛߩࡉࠖ࠹ࠢࡍࠬࡄߒᣂޔߪࡓࠣࡠࡊⓥ⎇ߩ

ᕁ⠨ᣇᴺߡߞࠃߦಾࠅ㔌ߚ߈ߡࠇߐએਅߩਃߩߟ㗴ߺ⚵ࠍㄟࠛޕ߁ࠃ߃⸒ߣࠆߢࠎ

߅ޔᢛ᭽ᑼ⺞ߩⴕὑ⋦ޔⴕὑ⋦ߩ㑆࠻ࡦࠚࠫࠛߣߌᓽઃ․ߩ㧔ⴕὑਥ㧕࠻ࡦࠚࠫ

ߩ㗴ߩߟੑ߁ߣᢛ⺞ߣวℂᕈޔߪᣂฎౖᵷ経済ℂ論ޕࠆߢᓎഀߩㅢༀ߿ଔ୯߮ࠃ

෩ᩰߥಽߦၮ߈ߠ᭴▽ޕߚࠇߐ೨⠪ߪᗧᕁቯℂ論ޔߡߞࠃߦᓟ⠪ߪ৻⥸ဋⴧ論ߞࠃߦ

ࠊߥߔޔ㗴ߩ第ਃޔߢᰴޔߪ㗴ߩߟੑߩߎޕߚࠇߐℂ化ߦޘޔߦ߁ࠃ߁ߣߡ

ECޔߦ⊛ኻᾖߪߣࠇߎޕߚࠇߐ㔌ࠅಾࠄ߆㗴ࠆࠊ㑐ߦⷙ▸⊛⠨ኤ߿ଔ୯್ᢿޔߜ ᭴߇

ߢߣ߽ߩਇ⏕ታᕈߥ⊛ᩮᧄޕࠆߔឭࠍធวߩ㗴ߩߟਃߩߎޔߪߺ⚵ಽᨆᨒߚ߈ߡߒ▽

ECޔߘߎ⠨ኤߩߡߟߦ▸ⷙ߿ଔ୯್ᢿߩߢ࡞ࡌ߁ߣᢛ⺞ߩⴕὑߩ࠻ࡦࠚࠫࠛߩ
⚿ߩᒝ߿ὼᴺೣ⥄߇ᢛ⺞ߩߘޔࠅߢߩࠆߡߒ᭴ᚑࠍࠢࠖ࠹ࡑࡉࡠࡊߩߡߞߣߦ

ᨐߦߣߎߥߪߢหᗧੱޔ߫ࠄߥࠆߔ㑆ߩวℂᕈޔࠈߎߣࠆ߹ߟߪ⸃㉼学⊛ޔࠅߢ⋥ធ

ࠍᢛ⺞ࠄ⥄ޔߪ࠻ࡦࠚࠫࠛޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⸂ℂࠍߣߎߥߪߢߩࠆߢ⊛▚⸘ߦ⊛

ⴕࠆ߈ߢ߇ߣߎ߁એ೨ઁޔߕ߹ޔߦ⠪ߩ⁁ᴫ߿ⴕὑࠍℂ⸃ߦߚࠆߔᘠⴕ⊛ᨒ⚵ࠍߺㆡ↪

ࡦࠚࠫࠛޔࠅߢ⊛ଔ⹏ޔߊߥߢߌߛࠆߢ⊛⍮ޔߪ⸂ℂߩߎޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ

ECޕ߁ࠍଔᒻᘒ⹏ࠆߔቯࠍ㊀ⷐᕈߩߣߎࠆࠇߦ⠨ᘦޔߒᛠី߇࠻ 集ߦਛߩᢛ⺞߇

ว⊛ଔ୯߿ㅢༀ̆̆ߪࠄࠇߎੱߩㆬᅢߪߦㆶరޔߕ߈ߢߪߣߎࠆߔ⺞ᢛߩᱜ⛔ߥᘠⴕ

 ޕࠆߢߡ߅ߦߎߎߦߐ߹ޔߪߩࠆߔ⼂ࠍᓎഀߩ̆̆ࠆߔឭଏࠍߺ⚵ᨒߩߚߩ
ECޔߣ߽ߩࠢࠖ࠹ࡑࡉࡠࡊߥ߁ࠃߩߎ ࠆࠊ㑐ߊߒ╬ߦᴦ学ޔ会学␠ޔ経済学ߪ

†‶ࠍઁߦ߁ࠃࠆࠇࠄߦ経済学ߩߪ学ಽ㊁ߩࠄࠇߘޔࠅ߅ߡߒᜰ⋠ࠍว⛔ߥ߁ࠃ

 ޕࠆߡ߃⠨ߣࠆߢ߈ߴࠆࠇࠄߍߣ߹ߦߟ৻ޔ߽ࠅࠃ߁ߣࠆߔ大ߦޘߡߒߦ
 
㧞㧚ડᬺ߳ߩᣂฎౖᵷ⊛࠴ࡠࡊࠕ 

 
ECޔߕ߹ ߦ⏕ࠍ⇣Ꮕߩߣ㧕ડᬺℂ論ߥ⊛⟵ᄾ⚂ਥߪࠆᣂฎౖᵷ㧔ߣડᬺℂ論ߩ

ECޔߦߚࠆߔ  ޕߚߒߦߣߎߊ߅ߡࠇ⸄ߡߟߦ⇇㒢ߩᓟ⠪ߚࠄ߆
ᣂฎౖᵷߡ߅ߦ⊒ዷߚߒᄾ⚂ℂ論ߩߢ߹ࠇߘޔߪડᬺ߳ࠍ࠴ࡠࡊࠕߩᣂߣߎࠆߔ

ޔห᭽ߣડᬺ㧕ߩߡߒߣ࠻ࡦࠚࠫࠛࠆߌ߅ߦ㧔Ꮢ႐࠴ࡠࡊࠕߩ᧪ᓥޔ߇ߛޕߚߞߥߦ

⥄ޔࠅ߅ߡߒ⣉┙ߦ会ⷰ␠ߥ⊛⟵ਥ↱⥄ޔડᬺ㧕߽ߩߡߒߣ⚂㧔ᄾ࠴ࡠࡊࠕߒᣂߩߎ

ᓞ⊛ߢᐔ╬ߥੱߦ⊛↢⥄߇㑐ଥࠆߥ߆ߪߦߎߘޔ߮⚿ࠍ集࿅⊛ታ߽ሽߣߥߒ

ࠅ߹ߤߣߦࠢ࠶ࠫࡠߚߒ㘃ૃߦᏒ႐ޔߪ⇛ⓥᚢ⎇ߩᄾ⚂ℂ論ޕߥ߇ࠅࠊᄌࠄߪߢὐ߁

ᆭᮭ⊛ࠠ࡞ࠛࡅޕࠆߢߣߎࠆߔ⺑ࠍታߥ⊛┵⇣ߡߞߣߦ⟵ᢎߩᏒ႐ޔ߽ࠄ߇ߥ

ᄾ⚂㑐ଥߪ㑐ଥߩߎޔ߇ࠆ߃ߦ⊛┵⇣ߡߞߣߦᏒ႐経済ℂ論ޔߪᓥዻ⊛㑐ଥߚߒଐߦ

㧕ဋࠆࠊ㑐ߺߩߦੱߩዪᚲ⊛㧔ዋᢙߩੱ⊛⻉ኂߪᏒ႐ޔߜࠊߥߔޕࠆࠇߐㆶరߣ߳
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ⴧߦขࠅᦧޕࠆࠇࠄ߃ડᬺ࠾ࡒޟߪᏒ႐ࠅ߹ߟޠᄾ⚂㧔㧩⻉ኂߩဋⴧ㧕ޔࠅߢᖱႎߩ

㗴߇ሽࠆߔ႐วߪߦᏒ႐߽ࠅࠃડᬺ߇ല₸⊛ߩߡߒߣ❰⚵ޔߢߩࠆߢડᬺ߇Ꮢ႐ߦ

ઍᦧߚߒ߁ߎޕࠆߔᄾ⚂ਥ⟵⊛ߥℂ論ߦࠠ࡞ࠛࡅޔߪၮߊߠ߅ߡߒ↹ࠍ✢৻ߪߣ

ഭ⾓ޔߪߢᄾ⚂ℂ論ޕߥ߃⠨ߪߣࠆߡߒ࿃ߦᆭᮭ⊛ࠠ࡞ࠛࡅ߇ᕈ․ߩડᬺޔࠅ

⠪߇㓹↪ਥߩߦᓥޔߪߩ߁ᒰੱߩ⋉ࠠ࡞ࠛࡅ߇ߣߎߩߘޔߡߞߢࠄ߆ࠆߥߦ

ᐔޔߪ㑐ଥ⻉ࠆߌ߅ߦડᬺޔߜࠊߥߔޕߥߪߣߎࠆࠇࠄߌߠ㑐ㅪߣജ㑐ଥᮭޔᆭᮭ⊛

ࠆߔᢛ⺞ࠍ㑐ଥ⻉ߚߒ߁ߎޕࠆࠇ߫⚿ߦ⊛↢⥄ߡߞࠃߦੱ⻉ߥ⊛วℂߟ߆ޔ⊛ᓞ⥄ߢ╬

ޕࠆߢ⊛Ꮖၫⴕ⥄ߪ⚂ᄾޕࠆߔ┙⏕ߦ⊛↢⥄ߪဋⴧޔߕࠇߐߣᔅⷐߊోߤߥᐲߪߦߚ

㓹↪㑐ଥߪኻ╬ߥ⠪ห჻ߩ㑐ଥޔߦ߁ࠃߩߎޕࠆߢᄾ⚂ℂ論ޔߪ⥄↱ਥ⟵⊛࠶ࡔߥ

 ޕࠆߡߞߥߣߩ߽ࠆߌߠⵣߦ⊛㕙ోࠍࠫ
↱ℂߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⺑ࠍᢛ⺞ߩੱ㑆⻉ߪߢᏒ႐⊛วℂᕈߥ☴⚐ޔࠄ߇ߥߒ߆ߒ

ޕࠆߔߦ߆ࠄࠍ⇇㒢ߩᄾ⚂ℂ論߇ࠄࠇߎޕࠆࠇࠄߍ߇ਇቢోᕈߩߟਃߩวℂᕈߡߒߣ

ߩᚢ⇛⊛วℂᕈޔߦ第ੑޕࠆߢᔅⷐ߇ᘠⴕߪߦࠆߔ㒰ࠍࠇߎޕ㕖ቯᕈߩဋⴧޔߕ߹

ਇቢోᕈޕ⋧ⴕὑߪߜߚࡗࡊޔߡ߅ߦ⋧ߦ⋧ᚻ੍ࠍߣߎߩᗐࠄߥ߫ࠇߌߥߒ

ߔޕਇቢᕈߩ⚂ᄾޔߦ第ਃޕߥߪߣߎࠆߔ᧤ߦ⸂ߩߟ৻ߪᗐ੍ߚߒᏅߦ⋦ޔߕ

ߢታਇน⢻ޔߪߢߣ߽ߩⅣႺߥਇ⏕ታޔߪ⚂ቢᄾ߈ઙઃ᧦ࠆߔᗐ੍ࠍ⽎᧪ߩߡߴ

ޔߪ㗴⺖ߩߎޔࠅߢߩߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐዉ߇ᢛᒻᘒ⺞ߒᣂޔߡߞ߇ߚߒޕࠆ

EC ࠕࠖ࠙ޔߦ೨ߩߘޔ߇ࠆߢߩࠆߥߣߣߎߔࠍ߃╵ߩߘߡߞࠃߦ࠴ࡠࡊࠕߩ

ߟߦಽᨆߩᢛᒻᘒ⺞ߚࠇߐዉߡߞࠃߦ経済学㧔ᣂᐲᵷ経済学㧕ߩ↪⾌ขᒁߩࠄࡦ࠰ࡓ

 ޕ߁ߎ߅ߡߒߦ߆ࠄࠍ⇇㒢ߩߘޔߒ⸛ᬌߡ
 
㧟㧚ขᒁ⾌↪ߩ経済学 
  
ߢᬌ⸛ߚࠇߐ⥄↱ਥ⟵⊛ડᬺℂ論ޔߪ㧔ࠍࡁࡕㅧߦߚࠆߔᄙᢙߩഭ⠪ࠍ㓹↪ޔߒ

↢↥⸳ࠍⒿ߁ߣߥࠄߥ߫ࠇߌߥߖߐ㧕↢↥ߩ⚂ࠍ⠨ᘦߎޕߥ߈ߢߪߣߎࠆߔ

࠴ࡠࡊࠕߚߒㆡ߁ߘߞߦᧄਥ⟵⊛ડᬺ⾗ޔߪ㧔ECT㧕ޠ経済学ߩ↪⾌ขᒁޟޔߒኻߦࠇ

 ޕࠆߔዷ㐿ࠍ
 ECT ߩᏒ႐ߪ᭽ᑼࠬࡦ࠽ࡃࠟߩડᬺޔࠅߢߟ৻ߩᢛᒻᘒ⺞ࠆߔઍᦧߦᏒ႐߇ડᬺޔߪ

ࠠ࡞ࠛࡅࠆߡߌߠ␆ၮࠍ᭽ᑼࠬࡦ࠽ࡃࠟߩડᬺޕࠆ߃⠨ߣࠆߥ⇣ߦ⊛ᩮᧄߪߣࠇߘ

⊛㑐ଥࠍᄾ⚂㑐ଥߦㆶరޕࠆߢߩߥ߈ߢߪߣߎࠆߔECT ࠆࠇߐጁⴕߊߒᱜ߇⚂ᄾޔߪ

ࠄߌߠߺ⚵ᨒࠅࠃߦ᭴ㅧࠬࡦ࠽ࡃࠟߪ⚂ᄾޔߊߥߢචಽߪߢߌߛߩ߽ߩߘ⚂ᄾޔߪߦߚ

ࠍ߆߈ߴߔߥࠍ߇ᆭᮭ⊛ࠠ࡞ࠛࡅޔߡ߅ߦਇ᷹ᘒޕߚߒߣߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇ

ቯߚߒ߁ߎߒ߆ߒޕࠆߢߩࠆߔ ECT ߣߎࠆࠍᆭ㑐ଥᮭߩਛߩડᬺޔߪડᬺℂ論ߩ

ߒᢇ済ࠍࠇߎࠈߒޔߊߥߪߢ߁ߘޔߣ߁ߣ߆ߩߚߒ⛘ᢿߣ࠴ࡠࡊࠕ⊛⟵ਥ↱⥄ޔߢ

ኻᾖߣᵷ経済学࡞ࠞࠖ࠺ࠞࡔࠕߚࠇߐ┙⏕ߦหᤨᦼޔߪᢿ⸻ߚߒ߁ߎޕࠆߔߣ߁ࠃ

ߞߩ㑆ഭੱޔࠍఝᕈߩᧄਥ⟵⊛ડᬺ⾗ߪᵷ࡞ࠞࠖ࠺ޕࠆߔࠅ߈ߞߪߦ߈ߣߚߖߐ

 ޕࠆߢߩߚߒߣ߁ߘ␜ࠍߣߎࠆߔ᧪↱ߦ៦ขߚߒᔀᐩ߁ߘ
ߚߒ߁ߎ  ECT ߢᏒ႐߇ขᒁࠆޔߗߥޔߪᓐޕࠆ߇ࠬࠦ࠼࡞࠽ࡠߡߒߣవ㚟⠪ߩ

ታⴕߦߩࠆࠇߐኻޔߒߩขᒁߪ⚵❱ౝߢታⴕࠍ߆ߩࠆࠇߐޕߚߒߦ߆ࠄᣂฎౖᵷ経済

学ޔߪߡߞߣߦ⻉ⷐ⚛ޔߪᏒ႐ߩߢଔᩰᄌ化ߩ⚿ᨐ⒖ߡߒߣേߦߩࠆߔኻޔߒ⚵❱ౝޔߪߢ
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⻉ⷐ⚛⒖ߩേࠠ࡞ࠛࡅߪ⊛ᮭᆭߦߗߥޕࠆߢߩࠆߔᏒ႐ߦࡓ࠭࠾ࠞࡔછߢߩࠆߖ

ߦ↪ߩࡓ࠭࠾ࠞࡔଔᩰޔ߫߃ߣ߆ࠆߥߦ⋊߇ᣇࠆߔว⛔ࠍᵴേߦਛߩડᬺޔߊߥߪ

ࠃߦࠬࠦޕ߆ߩߥߒᶖṌߪᏒ႐ߗߥޔ߫ࠄߥࠇߘߒ߆ߒޕࠆߢࠄ߆ࠆ߆߆߇↪⾌ߪ

ߦᦨ大ࠍല₸ᕈߩ⚛ⷐ⻉ߪડᬺޔߣࠆߔ大߇❰⚵ޔࠅߢ⊛ⓠㅛᷫ߇経༡ᯏ⢻ޔ߫ࠇ

ߩಽᨆߩࠬࠦߚߒ߁ߎޕࠆߢࠄ߆ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߡᒰࠅഀࠍ⚛ⷐ⻉ޔߦ߁ࠃࠆߖߐ

ὐޔߪഭ㑐ଥߥ⊛ᤨ৻߇ᄁ⾈㑐ଥޔߊߥߪߢᓥዻ⊛㑐ଥߦㄭߣ⠨ࠆ߃ᴺᓞ⊛ࡠࡊࠕ

 ޕࠆߦㆡวᕈߩߣ࠴
 ECT ᛩߦ↥⾗⊛ᱶ․ߡߒߘޔࠅߢ⊛⟵ᯏ会ਥޔߒࠍ㒢ቯวℂᕈ߇࠻ࡦࠚࠫࠛޔߪ

ฦޔߦߚࠆߥߦ⣀ᒙ߇࠻ࡦࡔ࠻࠶ࡒࠦޔߢਇቢߪࡦࡊߒߥ⚂ᄾޔ႐วࠆߡߒ⾗

࡞ࡧࡘ࠺ߡ߃߹߰ࠍℂ論ߚߒ߁ߎޕߚߒߦ߆ࠄࠍߣߎࠆࠇߐว⚿ߦ⋦ߪ࠻ࡦࠚࠫࠛ

ECTޔߪࡀ ߣ߳ߺ⚵ᨒߥ⊛₸ലߦᰴ第ޔߪᱧผߩડᬺ㑐ଥޔߒ⸛ᬌࠍ࠴ࡠࡊࠕ⊛ᱧผߩ

᧤ࠆߔㅪ⛯⊛進化ߦㆶరᮭࠈߒޔߕ߈ߢߪߣߎࠆߔജߩ㗴ࠍ೨㕙ߦߒࠖ࠺ߔ

 ޕࠆ߃⠨ߣࠆߔࠍᱧผ⊛ᅷᒰᕈޔ߇ᣇߩᵷ࡞ࠞ
ECTޔ߫ࠇࠃߦࡀ࡞ࡧࡘ࠺  ߣ㗴ߩ࠻ࠢࡈࡦࠦߩߣഭ⠪⾓ߣ㓹↪ਥߪ⇇㒢ࠆߚਥߩ

ಾࠅ㔌ࠠ࡞ࠛࡅࠆߌ߅ߦ❰⚵↥↢ޔߡߒ⊛ᮭᆭߩല₸ᕈࠍㆊ大⹏ଔࠆߔὐߔߣࠆߦ

ࠎߣ߶ߪߡߟߦࠬࡠࡊ⊛⍮ߩ࠻ࡦࠚࠫࠛޔ߇ࠆࠇ߆⟎߇⺑㒢ቯวℂᕈߚ߹ޕࠆ

ߦࠄߐޔߣߎߥߡࠇࠄߍਅࠅជߤ ECT ߞ߹ߤߣߦ࡞ࡌߩല₸ᕈߩᢛ⺞ߡߒߣଐὼߪ

 ޕࠆࠇࠄߍ߇ߤߥߣߎߥߡߍࠅขࠍ㗴ߩ⟵ᱜ߿ଔ୯ޔࠅ߅ߡ
 
㧠㧚ડᬺ߳ߩ࠴ࡠࡊࠕߩ⍮⊛ォ回 

 
EC ᣂޔߢߣߎࠆߔേຬࠍᚑᨐߩ⍮ℂ論ߩㄭ年ޔߪߟ৻ߩ㐳․ߚߞߛ㓙ߩડᬺℂ論ߩ

ฎౖᵷℂ論ߪࠆวℂ⊛ㆬᛯℂ論ߩਥᒛࠍㅒォޕࠆߢߣߎࠆߡߒߣ߁ࠃߖߐડᬺޔߪ

ᣂฎౖᵷℂ論ߦ߁ࠃ߁߇නߦੱ⊛ኂߩဋⴧ㧔ᄾ⚂㧕ࠈߒޔߊߥߪߢੱࠍᒻᚑߔ

ࠍᗧᕁቯ⢻ജߣ⍮⢻ജ㜞ߦ㕖ᏱޔㅢᏱޔߪߡ߅ߦ೨⠪ޕࠆࠇߐ⸂ℂߡߒߣⅣႺࠆ

ࠈߒߪߢ進化ℂ論ߚ߈ߡߒߡߒߣࡉࠖ࠹࠽࠲࡞ࠝߩߘޔࠇߐߣ೨ឭ߇ੱߚߞ߽

ECޔߒኻߦࠄࠇߎޕࠆࠇࠄߨߛࠁߦⅣႺߪᗧᕁቯߩੱ ⅣႺޔߪⷞᐳࠆࠇߐ␜ߡߞࠃߦ

㧔ડᬺ㧕ߡߞࠃߦឭଏࠆࠇߐ⍮⊛ⵝࠍ↪ޔߢߣߎࠆߔੱߪ⍮⢻ജߩ㒢⇇ࠍޔ

 ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔᜂࠍⴕὑ⢻ജߩࠄ⥄
ታ⾰⊛วℂᕈߥ⊛ᣂฎౖᵷߥታⴕ࿎㔍ߪߦ⊛ታޔࠇࠄߍࠅข߇㗴ߩวℂᕈޔߕ߹

ኚߩⳞࠆߔቯࠍ㗅ߩࠄ⥄ߡߞࠃߦⅣႺޔ߇㒢ቯวℂᕈߩࡦࡕࠗࠨߚࠇߐឭߡߒኻߦ

ޕࠆࠇߐ␜ߦ߽ߣߣ⍮ੱߦ߁ࠃߩ㑆ߩ⍮⊛⢻ജߪߦ㒢⇇ޔࠅ߇ᦨㆡߥᗧᕁቯࠍ

ⴕߪߣߎ߁ㅢᏱਇน⢻ޔߣࠆࠃߦࡦࡕࠗࠨޕࠆߢⶄ㔀ߥⅣႺࠆߌ߅ߦᗧᕁቯޔߪⴕേ

ਥ⟵ᔃℂ学⠪߇ឭ␜ߥ߁ࠃࠆߔೝỗᔕߦࡓ࠭࠾ࠞࡔᓥޕ߁㒢ቯวℂᕈߩࠍ進ߪߦ

ޔࠅߢࠆߔត᳞ࠍⴕὑᒻᚑࠆࠃߦⅣႺޔߥ߁ࠃߚߒㅀޔߪߟ৻ޕࠆ߇ᣇะᕈߩߟੑ

ޔߢߣߎࠆߔ⠨ᘦࠍ⟎ⵝࠆ߃ᡰࠍᢛวᕈߩⴕേޔߪߟ৻߁߽ޕࠆߢ進化論⊛ᣇᴺߪࠇߘ

ੱ߇⥄ಽߩⅣႺࠍᢛࠆߔജߣߟ߽ࠍቯߩߎޔࠅߢߣߎࠆߔᣇะᕈߩࡀ࡞ࡧࡘ࠺߇

ડᬺℂ論ޔߓߪࠍEC  ޕࠆߡߞߥߣࠬࡦ࠲ࠬߥ⊛ၮᧄߩડᬺℂ論ߩ
進化ℂ論ੱޔߪߡ߅ߦ㑆ߩⴕേߩ‛↢ޔߪㆮવሶߦ⋧ᒰߦࡦࠖ࠹࡞ߥ߁ࠃࠆߔଐ

ࡦࠦޟߩߡߒߣ႙ߩࡦࠖ࠹࡞ߥ⊛ⅣႺㆡᔕߚߌᛮࠅẜࠍὼᶿ᳸⥄ޔߪડᬺߡߒߘޕࠆߔ
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ߩ㗴ߚߒ㕙⋤ߡߟ߆ޔߪ㧕ࡦࠖ࠹࡞㧔ࠬࡦ࠹ࡇࡦࠦޕࠆࠇࠄ߃ᡰߡߞࠃߦޠࠬࡦ࠹ࡇ

ߢࡓࠣࡠࡊߩ⒳ࠆࠆࠇߐ↪ߦ⊛േ⥄ߦߚߩ㗴ಣℂߩ㘃ૃޔࠅ߅ߡߒタ⸤ࠍ╵⸂

ޔߡߒߣℂ論ࡓ進化ࠥޔࠃߖߦߥ߈ߢ▚⸘ߪߡߒߣ⸂ߩᣇ⒟ᑼߪㆊ⒟ߩὼᶿ᳸⥄ޕࠆ

ޔߪੱ⻉ޔߡ߅ߦ進化ℂ論ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔࡦ࡚ࠪࡘࡒࠪߢ࠲ࡘࡇࡦࠦ

㧔วℂ⊛ㆬᛯℂ論ߢᗐቯߦ߁ࠃࠆߡࠇߐ㧕⋡⊛ޟߦᒁߞᒛࠈߒޔߊߥߪߢߩޠࠆࠇࠄ

ㆊߩ経㛎ߩࡦࠖ࠹࡞ޔㆡ↪ߡߞࠃߦ経〝ଐሽ⊛ޟߦߒޕࠆߢߩޠࠆࠇߐⴕേߪ

ೝỗᔕߦࡓ࠭࠾ࠞࡔၮߊߠ⥄േㆇേߩ⚿ᨐޕࠆߢ 
߇ࠇߎޔࠅߢߩ߽ࠆߔ㊀ⷞࠅࠃࠍⴕὑ⢻ജߩੱߪᣇะᕈߩߟ৻߁߽ޔߡߒኻߦࠇߎ 

EC ߩ⍮⊛ⵝࠆߌ߅ߦᒻᚑߩࠬࡦ࠹ࡇࡦࠦߪߢߎߘޕࠆߡ߃ᡰࠍࠖ࠹࠽ࠫࠝߩ

ᓎഀੱޕࠆࠇߐ␜߇㑆ޔߪⅣႺࠄ߆ଏࠆࠇߐ⍮⊛ⵝࠍⴕὑߩ⾗Ḯߡߒߣേຬߣߎࠆߔ

ၒߦᴫ⁁ߪⴕὑޔߡ߅ߦࡉࠖ࠹ࠢࡍࠬࡄߩࠄࠇߎޕࠆߢߩࠆߔࠍ⍮⢻ജ㜞ߢ

ᢥ⣂ଐߩⴕὑ⊑ޔࠬࡦ࠳ࠜࡈࠕޕߥߪߢߌࠊࠆߔታⴕߢ⁛න߇ੱࠅ߅ߡࠇ߹ㄟ

ሽᕈߚ↪ࠍࡁࡕޔផ論ޔޘ╬ޔ⍮ℂ論ߩ⻉ᚑᨐޔߦ߁ࠃࠆߡߒ␜߇ⴕὑࠍዉߊ⍮⼂

ߩࠄࠇߘޔߪⴕὑߩ㑆ੱߡߒߘޕࠆߔሽ⾮߽ߦਛߩࡁࡕߊߥߪߢߌߛਛߩੱ⊛⸥ᙘޔߪ

⍮⼂ᨒ⚵ߩߺਛߢታ〣ߚߒ߁ߘߪߢߎߎޕࠆࠇߐ⍮⼂ᨒ⚵ߦߺᐲߩฬ⒓߇ਈޕࠆࠇࠄ߃

࡞ޔ߇ࠆߡߒଐߦ‛Ꮏੱࠆߔዉ⺃ࠍⴕὑޔⴕὑᒻᘒߚࠇߐᙘ⸤ޔ⠌ᘠޔߪⴕὑ߅ߥ

 ޕࠆߢᔅⷐ߇ᵈᗧߦὐߥߪߡࠇߐ化ࡦࠖ࠹
⍮⊛ⵝߪዪᚲ⊛ߥ⍮⼂ࠍߺߩવ㆐ޕߥߪߢߌࠊࠆߔ⍮⼂ߪ․ቯᤨߩⓨ㑆ੱ߮ࠃ߅

ߥ⊛ᛛⴚޔ⺆⸒ޔᒻᘒ㧔⠌ᘠߡߞࠃߦ࠻࠶ࡑࠜࡈߥㆡಾޔ߽ߡߞߢߩ߽ߥᱶ․ߦ‛

ࠆࠇߐᒛߣ߳⼂⍮ߥ⊛⥸৻ޔ㧕ࠆࠇ߫ߣ⾗ᛩߩ߳ࡓ࡞ࠜࡈ㧔ࠇࠄ߃ਈࠍ㧕ߤߥᯏ᪾ޔౕ

ࠇ߫ߣᖱႎ߇⼂⍮⊛⥸৻ߚࠇ߆߅ߦᒻᘒߔ߿ߒᵹㅢߪߢߎߎޕࠆ߁ߒᵹㅢߊᐢߢߣߎ

ߞࠃߦᓳޔߪ⼂⍮ޕࠆߢ㓖⁜ߪ⸂ℂߩᖱႎ߿⼂⍮ࠆࠇࠊᛒߢᏒ႐ℂ論߿進化ℂ論ޕࠆ

ᖱߩߡߒߣ⽷ࠆߔᵹㅢߦ߃឵߈ᒁߣ↪⾌ޔ߿⼂ᥧ㤩⊛⍮ߥ߁ࠃߩ⠌ᘠࠆࠇߐ↥↢ౣߺߩߡ

ႎߦ㒢ޕߥߪߢߩ߽ࠆࠇࠄ⍮⼂ޔߪੱ⊛⸥ᙘߦ߆ࠆߪ߽ࠅࠃࠆࠇߐ⬿⾂ߦᄙ᭽ߥᣇ

ޠߩߒ߈ޟߪ⼂⍮ࠆࠇߐવ㆐ޔߒߛߚޕࠆ߁ࠇߐવ㆐ߢ࡞ࡀࡦࡖ࠴ߥᄙ᭽ޔߒሽߢ

⍮⼂ߥ⊛⥸৻ߪࠇߘޕߥߪߢᒻᘒࠍਈࠆࠇࠄ߃ઍఘߡߒߣዋߕࠄ߆ߥᗧߩ༚ᄬࠍ߁

 ޕࠆߢߩ
 
㧡㧚᭴ᚑ⊛ᘠⴕ 
  
ឭࠍߺ⚵ᨒࠆߡߒ᭴ᚑࠍࠕࠦߩડᬺℂ論ߩᵷࡦࠝࠪࡦࠔࡧࡦࠦޔߡߓߪߡ߈ߦߎߎ

 ޕࠆߢⶄᢙᕈߩᘠⴕޔ᭴ᚑ⊛ᘠⴕޔᐲޔߪ࠼ࡢࠠߩ㓙ߩߘޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ␜
 ߢޔߦ߁ࠃߚࠇߐߦ߆ࠄੱߪડᬺࠍᒻᚑࠆߔบޔߊߥߪߢડᬺߡߞࠃߦᒻᚑߐ

ߚᒰߒᏅޔߪߣᐲߢߎߎޕࠆࠇߐዉߦߚᣂ߇ޠᐲޟޔߡߌᛚࠍࠇߘޕࠆߢሽࠆࠇ

ߩߎޔࠎࠈߜ߽ޕࠆߔᗧࠍߣߎߩޠⅣႺߚࠇߐ᭴ㅧ化ޟࠆ߃ਈࠍޠଔ୯ޟߦੱ⻉ޔࠅ

ޕࠆߢޠㅢༀޟޔࠅߢޠㅢଔ୯ޟޔߊߥߪߢଔ୯ߥ⊛ਥⷰࠆߥනߪߩ߽ࠆߥޠଔ୯ޟ

▚⸘ޟࠆߌઃ⚖╬ߢਛߩ⒎ᐨߥ⊛▸ⷙࠍ⽷ߪࠆੱޔߪᐲޔߡߒߣߩ߽ߥ߁ࠃߩߘ

නޟߩߎޔߒ߆ߒޕࠆߢޠ⸘▚නޟ߽ߢ߹ߊߪޠ␠会⊛᭴▽‛ࠇߘޔߡߞߢޠ

ὼ⊛ታ⥄ߥਇนଚߢ⊛᥉ㆉߪࠇߘޔߦ৻第ޔߜࠊߥߔޕࠆߔࠍᓽ․ߩߟਃߩᰴߦ߃ࠁ

น⢻߽ߣߎߔࠅࠍᐲߦߚᣂߪߦࠄߐޔ߃ਈࠍᓇ㗀ߦࠇߘ߇࠻ࡦࠚࠫࠛޔߊߥߪߢ
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ߡࠇߐ೨ឭ߇ߣߎࠆ߇ᢿ⢻ജ್ߪߦ࠻ࡦࠚࠫࠛޔߡߞ߇ߚߒޕࠆߢߣߎ߁ߣߛ

ޠㅢༀޟޔޠㅢଔ୯ޟࠆߥߣ▸ⷙߩߌઃ⚖╬ޔߦ第ੑޔ߇ࠆߔ㑐ଥߊᷓߣߣߎߩߎޕࠆ

ߢߩߥሽߥኒធਇนಽߣ会␠߿ᴦޔߕࠄߥߺߩ経済ߪᐲޔߪߡߒߣߩ߽ࠆ߃ਈࠍ

ߘޕࠆߥߦน⢻߇ߣߎߊߡߒᡷᄌࠍᐲߡߓㅢࠍ⼏⸛ߪ࠻ࡦࠚࠫࠛޔߘߎࠄ߆ߛޕࠆ

ޔࠅߢᄙ᭽ޔߪᐲߩߡߒߣߩ߽ߊߡࠇߐᡷᄌߡߞࠃߦ࠻ࡦࠚࠫࠛޔߦ第ਃޔߡߒ

ⶄᢙሽޕࠆߥߦߣߎ߁ߣࠆߔએޔߪᏒ႐ࠍߺߩ໑৻ߩ᥉ㆉ⊛ߢਇนଚߥᐲߡߒߣ

ECޕࠆߡߞߥߣ࠹࠴ࡦࠕࠆߔኻߦᱜ⛔ᵷ経済学ࠆ߃ᝒ ᄙߚ߹Ꮢ႐߽ޔ߫ࠇࠃߦ

 ޕߥ߉ㆊߦߟ৻ߩ߆ߥߩᐲࠆߊ
ߦ߁ࠃߚࠇ⸄߽ߦవߪᐲޕ߁ߎ߅ߡࠇ⸄ߡߟߦ㑐ㅪߩ᭴ᚑ⊛ᘠⴕߣᐲޔߢߎߎ 

᭴ᚑ⊛ᘠⴕ߇วᗧߩ೨ࠆߔ㑐ߦේℂߩߎޔ߇ࠆߔ␜ឭࠍේℂߩߌઃ⚖╬ߩߢਛߩ▸ⷙࠆ

วߩੱ⻉ࠆߔ㑐ߦ⒎ᐨߥ߁ࠃࠆߔߦน⢻ࠍߌઃ⚖╬ޔߜࠊߥߔޕࠆߢߩ߽ࠆࠇ߫ߣ

ᗧޔߡߞ߇ߚߒޕࠆߢ᭴ᚑ⊛ᘠⴕޔߪᐲߩ೨ឭޔࠅߢၮ␆ޔߡߞߢߩߥᐲߩಽ

ᨆߩߎߪ᭴ᚑ⊛ᘠⴕࠅߩᣇߩߡߟߦಽᨆߦᏫ⌕ޕࠆߔᏒ႐߽߹ߥ߁ࠃߩߎޔߚ᭴ᚑ⊛

ᘠⴕߩ⚿ᨐߩߎޕߥ߆ߒߢ᭴ᚑ⊛ᘠⴕޔߪ経済⊛ޔߕࠄߥߺߩᴦ⊛ޔ␠会⊛㑐ᔃࠍ

ޔ߇ଔ୯ޔࠄ߇ߥߣߎߩᒰὼߪߦߎߘޔࠄ߆ࠆߢߩ߽ࠆߔ┙ᚑߡߞࠃߦวᗧߩੱ⻉ࠆߔ

߇♽ଔ୯ߩⶄᢙޔߡߒኻᔕߦⶄᢙᕈߩᐲޔ߽ࠇߘޕࠆࠇ߹↢߇ޠ集࿅⊛ଔ୯ޟ߽ࠇߘ

 ޕࠆߥߦߣߎ߁ߣⵙቯߩ㑆ߩ♽ଔ୯ߩࠄࠇߎޔߪ㗴ߢߎߎޕࠆߥߦߣߎࠆࠇߐߺ↢
 એߩ⼏論ࠍડᬺߦᒰޔ߫ࠄߥࠆߪߡડᬺࠍ᭴ᚑࠆߔᘠⴕߩⶄᢙᕈߩߘޔࠅߢ᭴ᚑ

⊛ᘠⴕߩ㑆ߩ⼏⸛ߩሽ߁ߣ⼏論ޕࠆߥߦߦߥ⊛࠼ࠜࡈޔߪߩࠆߡࠇࠄߍ↢↥

ᣇᴺߩ࠭࠴࡞ࡌࡦࡑࠞޔࠅߢㅧᎿ⒟ߦ࠲࡛࠻ޔࠅߢઍࠗ࠻ࠬࡖࠫࠆࠇߐ

ㅢༀߩⶄᢙߥㅢ⚂ਇน⢻ޔߪߣߎߥ㊀ⷐ߽ߡ߅ߦࠇߤߩߘޕࠆߢᣇᑼࡓࠗ࠲ࡦ

ߢේℂߩᏒ႐߇経済学ߩ↪⾌ขᒁޔߪࠇߎޕࠆߢⵙቯߩ㑆ߩ♽ଔ୯ࠆߔว┹ߪࠆ

ߣߩࠆߡߞ߹ߤߣߦⵙቯߩ㧩ડᬺ❰⚵ߣᏒ႐ߩߢਛߩㅢༀߩߟ৻໑߁ߣଔ୯Ⴧᱺࠆ

ߣ೨ឭࠍวᗧࠆߔ㑐ߦㅢଔ୯ޔㅢༀ߽ߢ߹ߊߪડᬺޕࠆߢὐࠆߥ⇣ߦ⊛ᩮᧄޔߪ

ࡦࠝࠪࡦࠔࡧࡦࠦ߇ࠇߎޕࠆߢߩߥ❰⚵集࿅㧩ߚߒߣ೨ឭࠍ᭴ᚑ⊛ᘠⴕߜࠊߥߔޔߚߒ

ᵷߩડᬺℂ論ߩᩭᔃޕࠆߡߒߥࠍ 
ߩࠄࠇߎޔߦࠄߐޕ߆߁ࠈߢߩߥߩ߽ߥ߁ࠃߩߤߪߣᘠⴕࠆߔ᭴ᚑࠍડᬺޔߪߢࠇߘ 

ᘠⴕߦ߁ࠃߩߤߪಽ㘃⒎ࠇߐᐨࡁࡧ࠹ߣࠠࠬࡦ࠲࡞ࡏޔߢߎߎޕ߆߁ࠈߢߩࠆࠇࠄߌߠ

ࠍ࡞࠺ࡕߩߎޕࠆࠇߐ↪េ߇࡞࠺ࡕࡒࡁࠦࠛߩⷙ▸⊛⒎ᐨࠆߡࠇߐឭߡߞࠃߦ

ߢߩࠆߥߣ߆ࠄ߇㑐ㅪߩ㑆⋦ࠄࠇߘߣⶄᢙᕈߩᘠⴕࠆߔ᭴ᚑࠍડᬺޔߡߞࠃߦߣߎ߁

ⷙ▸⊛⒎ᐨޕࠆࠇߐ␜ឭ߇⚛ℂ論⊛⻉ⷐߩડᬺℂ論ߩᵷࡦࠝࠪࡦࠔࡧࡦࠦޔߢߎߘޔࠅ

Ꮢޟޔߜࠊߥߔޕࠆࠇߐಽ㘃ߦ࠹ࠪߩࠇߙࠇߘߪੱ⻉ޔߪߡ߅ߦ࡞࠺ࡕࡒࡁࠦࠛߩ

႐␠会ߩᏒ᳃ߩߡߒߣᶖ⾌⠪ޟޔࠅߢޠ↥ᬺ⊛㧛Ꮏᬺ⊛␠会ߩᏒ᳃ߩߡߒߣഭ⠪ߢޠ

ޠ会߳␠ࠬࡆࠨࠄ߆会␠⽷ޟޔࠅ ࠻࠶ࡀߣኅౝ⊛ේℂߣ㧛Ꮏᬺ⊛ේℂ⊛ᬺ↥߁ߦ⒖ⴕߩ

ޕࠆߢޠᘠⴕߩ⾰ߩഭޟߩߢߣ߽ߩේℂߩࠇߙࠇߘޔࠅߢస⋦ߩේℂߩ会␠ࠢࡢ

 ޕࠆߢߩࠆߊߡߞ߹߇ᣇࠅߩડᬺޔࠅࠃߦᣇߩߖว⚵ߩࠄࠇߎ
 
㧢㧚ડᬺ߳ߩ࠴ࡠࡊࠕߩᴦ⊛㧔ᴦື学⊛㧕ᰴరߩᓳᮭ 
  
᧪ᧄ߇経済学ޔߪߟ৻ߩ㐳․ߩ࿕ߦࡉࠖ࠹ࠢࡍࠬࡄࠆߌ߅ߦડᬺℂ論ߩࡀ࡞ࡧࡘ࠺
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ߚߡߒᴦື学⊛ᰴరߩᓳᮭޔߪߢߎߎޔ߇ࠆߢㅀߩડᬺߩ᭴ᚑ⊛ᘠⴕߡߟߦ

ᱜ⛔ᕈⷰ߁ߣὐߩߘޔࠄ߆ᴦ⊛ᰴరࠍᶋ߈ᓂޔߒߦࠅEC  ޕߚߒߦ߆ࠄࠍᕈ⥄⁛ߩ
ડᬺߢណ↪߈ߴߔᘠⴕ࠲ࠢࠕߡߞߋࠍ㑆ߢวᗧ߇ᚑ┙߇ࠇߘޔߒㆩߦߚࠆࠇߐ

ߡߌㆱࠍ㗴ࠆߔ㑐ߦ⚂ߩ⟵ᱜ߁ߣޔ߆߁ߤ߆ࠆߢߩ߽ࠆߔ⾗ߦㅢༀ߇ᘠⴕޔߪ

ㅢޔߡߞ߇ߚߒޕߥ߈ߢ߇ߣߎࠆᄾ⚂ਥ⟵⊛߇࠴ࡠࡊࠕᗐቯߥ߁ࠃࠆߔ⻉ኂߩဋⴧ

ޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ⒖ⴕߣᘠⴕ߳ߥ⛔ᱜࠄ߆⚂ᄾࡉࠖ࠹ࡦࡦࠗߩ㑆࠲ࠢࠕߩߡߒߣ

ⴕߩᘠⴕࠠ࡞ࠛࡅ߇⊛ᮭᆭߡߞࠃߦᒝⷐߣޔࠆߡࠇߐ⠨ߪߢߌߛࠆ߃ਇචಽߩߥ

᳃ਥޕࠆߢࠄ߆ࠆߕ↢ࠄ߆⼏⸛ࠆߋࠍᱜ⛔ᕈߩߘߪቯ化ߩᘠⴕޔࠄߥߗߥޕࠆߢ

ឭࠍ㗴ߩ⚂߁ߣ╬ᐔߩߜߚ࠲ࠢࠕߪߐᱜ߿ᱜ⛔ᕈߩᘠⴕޔߪߡ߅ߦ会␠ߥ⊛

ߩߎޔࠅߢߩࠆߔ㗴ߩ⸃߇᳃ਥ⊛ࠪߩߚߊ▽ࠍ࠹᧦ઙߩߎޕࠆߢ㗴ࠍ⸃

ߎߊߡߺࠍ㧕ࠇߘߩ࠭࡞ࡠߪߢߎߎᱜ⟵論㧔ࠆߡࠇߐ論⼏ߢᴦື学ޔߦߚࠆߔ

ࡠࡊߩᛕ್－ᱜᒰ化ޔߊߥߪߢ⚂ߥታ⏕ߢਇᄌߪߡߞߣߦ࠲ࠢࠕߪ⟵ᱜޕࠆߔߦߣ

 ޕࠆߢߩߥ⚂ߥ⊛േᘒߔߥࠍ⽎ኻߩࠬ
ડᬺߩ⻉ᘠⴕ߿⽷ߪഭޔࠅߢߩߔࠄߚ߽ࠍࠠ࡞ࠛࡅߩណ↪ࠆࠇߐᘠⴕߦᔕߡߓ

ࠆߔᒻᚑ߇ࠄᓐߪวᗧߩ㑆࠲ࠢࠕߩߡߟߦᘠⴕߚߒ߁ߘޕࠆࠇߐߌઃ⚖╬ߪ࠲ࠢࠕ

㑐ଥߩ೨ឭ᧦ઙߩߘޔࠅߢวᗧߡߒߦ߆߇ᚑ┙߇߆ߩࠆߔ⸃ޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐ

⾓ഭ⠪ߩഭ߳ߩਥ⊛ߩ࠻ࡦࡔ࠻࠶ࡒࠦߥ₪ᓧޔߪ⾓ഭ⠪߇ᱜߔߥߺߣⷙೣࠍ೨

ឭޕࠆߔߣഭߩߡߟߦ⾰ߩᘠⴕ߇ᱜ⛔߇ࠇߘޔߪߦߚࠆߢߩ߽ߥᱜ⟵ߩ⚂ߦᓥ

 ޕࠆߥߣ㊀ⷐ߇߆߁ߤ߆ࠆߢߩ߽ߚߞ
ᣂฎౖᵷ経済学ߩߎޔߪᱜ⟵ߩ㗴ߦή㑐ᔃޔߊߥߪߢⷙ▸⊛ಽ㊁ߡߒߣෘ↢ℂ論߅ߦ

ਇᐔߩೋᦼ⾮ሽޔߊߥߪߣߎߔ⺖ࠍઙ᧦ߒ෩ߪၮḰߩߎޕࠆߔ↪ណࠍၮḰ࠻ࡄࠆߌ

ߦ経済学ߡߞࠃߦࠄࡦޔࠇߐ㐿ᆎߡߞࠃߦ࠭࡞ࡠޔߢߎߎޕߥߪߣߎࠆߔᤚᱜࠍ╬

࡞ࡠߩߎޕࠆࠇߐઃߦ⸛ᬌ߇ᱜ⟵論ߥ⊛ᛕ್ߡߒኻߦၮḰ࠻ࡄޔߚࠇߐΆౣߡ߅

ࡦ࠲࡞ࡏޔߪࡀ࡞ࡧࡘ࠺ޔห᭽ߣᛕ್ߩࠄ߆ࡓ࠭࠾ࠕ࠲࠾ࡘࡒࠦޔߡߟߦᱜ⟵論ߩ࠭

ߩ⟵ᱜޕ߁ⴕࠍߒ⋤ᚻߩߘޔߡߠၮߦ࡞࠺ࡕࡒࡁࠦࠛߩⷙ▸⊛⒎ᐨߩࡁࡧ࠹ߣࠠࠬ

᭴ᗐߪༀߩ᭴ᗐޔߕࠄ߅ߡߒ┙⁛ࠄ߆ᘠⴕޔߪߦ߇ᱜߩߡߟߦ߆ࠆߢ⼂߇ኻᔕ

 ޕࠆߢߩࠆߕ↢ࠄ߆ࠬࡠࡊߩᛕ್－ᱜᒰ化ޔߪ᭴ᗐߩ⟵ᱜޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥߡߒ
ᣂฎౖᵷߩ⇇ޔߪߢ㓹↪ਥ߇⾓ഭ⠪ࠍ⸃㓹ࠆߔ႐วޔ㓹↪ਥߩ⥄Ꮖᱜᒰ化ࠍᔅⷐߣ

࠽ࠣࠪߩࠄ߆ⅣႺߦනޔࠅߢߩ߁ⴕࠍᗧᔒቯߡߠၮߦ▚⸘⊛วℂޔߪฦੱޕߥߒ

ߢ⥄ࠇߘߺ⚵ᨒߩⴕὑ⋦ߪฦੱޔࠅ߹ߟޕࠆߡࠇߐቯߣߩ߽ࠆߡߒᔕߦ࡞

ECޔߒኻߦࠇߘޕߥߪߣߎ߁ࠍᐲࠆ ࡦࠦ⊛ᴦߦߜߚ࠲ࠢࠕޔߪ࠴ࡠࡊࠕߩ

ߩࠄ⥄ޔߪ࠲ࠢࠕޕࠆߔߦߣߎࠆ߃ਈࠍࠬࡦ࠹ࡇࡦࠦࠆߔ⋬⥄ߡߟߦᐲޔࠬࡦ࠹ࡇ

ⴕὑߩࡉࠖ࠹ࠢࡍࠬࡄߥ⊛⥸৻ࠍਛߦ⟎ޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥߐ⋤ߌߠᱜᒰ化ߪ․ᱶߥ

ࠆߔ⾗ߦㅢༀ߇㓹⸂ޔߪ㓹↪ਥޕࠆߢᚻᲑߩߚࠆߔ⒖ⴕߣ߳ߩ߽ߥ⊛⥸৻ࠄ߆ߩ߽

߇Ꮢ႐ޔߦߚߩᱜᒰ化ߩߎޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒᱜᒰ化ࠍ㓹⸂ޔߢߣߎࠆߔ⸽論ࠍߣߎ

േຬࠆࠇߐ႐ว߽ޔߜࠊߥߔޕࠆᏒ႐ߩޘੱߪⴕὑࠍᱜᒰ化ߦߚࠆߔଐ߇ߣߎࠆߔ

ࠍᱜᒰ化ߩⴕὑޔߪ経済ℂ論ޔߢᗧߩߎޕࠆߢߩߥᔨⷰߩߟ৻ߩߡߟߦ会␠ࠆ߈ߢ

ᡰࠆ߃Ꮢ႐ߩⵝ⟎ࠍ㈩ޔࠅߢߩࠆ߃⸒ߣߚ߈ߡߒ₂⽸ߦߣߎࠆߔᏒ႐ߪᴦ⊛᭴▽‛

ઃਈࠍⴕേᴺೣߚߒ㘃ૃߦὼᴺೣ⥄ޔߪ࠲ࠢࠕ߁ⴕࠍⴕὑ⋦ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃ᝒߣ

 ޕࠆߢߣߎߩޘੱࠆߔᱜᒰ化ࠍⴕേߩࠄ⥄ޔߊߥߪߢޘੱߚࠇߐ
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ⴕὑߪೝỗ߿ᖱႎࠪࠣߦ࡞࠽ኻࠆߔᔕߦੱઁޔߊߥߪߢⴕὑߩᗧࠍવࠆ߃⼏論ࠍ

⋠ᱜᒰ化㧔ߜࠊߥߔޔ論⼏ޔߪಽᨆߩⴕὑ⋦ޕࠆߣࠍᒻᘒߩᛕ್ޔߡߚߪ論⼏ޕ߁

ߡ↪ࠍ⪲⸒ߩߎߦߚߔ␜ࠍታ߁ߣࠆߔᓥዻߦ⚂ߩ⟵ᱜ߇ㅢༀࠆࠇߐߣ⊛

ߔᄌ化ߡߓᔕߦࡊࠗ࠲ߩ会␠ޔߪᒵ⺆ࠆࠇࠄ↪ߦᱜᒰ化ޕࠆࠇࠊⴕߡߒㅢࠍኤⷰߩ㧕ࠆ

ޕࠆࠇࠊⴕߡߒㅢࠍേຬߩᒵ⺆ߒࠊߐ߰ߦࠇߘޔߪߣߎࠆߔ↪ណࠍේℂߌઃ⚖╬ߩ⽷ޕࠆ

ޔ߫߃Ꮢ᳃⊛╬⚖ઃࠄ߆ߌᏒ႐⊛╬⚖ઃߣ߳ߌ進化ࠆߔޔߪࠬࡆࠨ↪⠪ࠍ㘈ቴ

ࠢࠕޔ‛ߩ↥↢ޔߪᣇߥᱶ․ࠆߔฬࠍ⾰ຠߩ⽷ߢ会␠ߩࠇߙࠇߘޕࠆߖߐᡷฬߣ߳

ߩߜߚ࠲ࠢࠕޕࠆߡࠇࠄߌߠ㑐ㅪߣᣇࠆߔ⼂ࠍ᭽ᑼߩ㑐ଥߩห჻࠲ࠢࠕޔ࠲

⼏論ߩࠇߙࠇߘޔߪ␠会ߦ࿕ߩᱜᒰ化ߩᢥᴺߡߞࠃߦ᭴ㅧ化ޕࠆߡࠇߐ 
ᱧผ⊛േᘒߩડᬺޕࠆߡߞࠊ㑐ߊᷓߣᱧผᕈߩේℂߩ⟵ᱜޔߪേᘒߩᐲޔߡߞ߇ߒ

ߦડᬺޕࠆߥߣḮᴰߩേᘒߩߎ߇ᒛ✕ߩ㑆ߩജᮭߣ⟵ᱜޔࠅߢߩࠆߡߒ⸽ࠍࠇߘ߇

ࠃߦㆩߩේℂߥ⛔ᱜߪᧄ⫾Ⓧ⾗ޔߚ߹ޔߕ߃ࠍࠆߑߖᅷදߣ᳃ਥ⊛ේℂޔߪജᮭࠆߌ߅

ޔࠅߢ⼏⸛ࠆߋࠍ⟵ᱜߪߩߥ㊀ⷐޔ߃ࠁࠇߘޕࠆߢߩߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐዉ⺃ߡߞ

᥉ㆉ⊛ߥ໑৻ߩߟᒻ⠰学⊛ේℂޔߘߎ⼏⸛ߩߎޕߥߪߢᱧผ⊛േᘒࠍᒁ߈ߢߩߔߎ

 ޕࠆ
 
㧣㧚ߦࠅࠊ߅ 
  
⾗ᧄਥ⟵⊛ડᬺ߇経㛎ࠆߡߒෂᯏߦኻޔߡߒEC ޔߪ࠴ࡠࡊࠕ⊛ᴦ経済学ߩ

⥄↱ਥ⟵⊛ߥ学⺑ߥ↱⥄ࠆࠃߦᏒ႐┹ోߩ㕙⊛ᡰ㈩߁ߣ⸃╷ߪߣߩ⸃╷ࠍឭ␜

ޔࠅߢߩߥⅣႺࠆߔࠅߚߒᒻᚑࠍ࠲ࠢࠕޔࠅߚ߃ਈࠍᖱႎߦ࠲ࠢࠕޔߪߣડᬺޕࠆߔ

ഭ߿⽷ޔߪᐲࠆߌߠ␆ၮࠍડᬺޕߥ߈ߢߪߣߎࠆߔㆶరߦᄾ⚂㑐ଥߩੱ㑆ࠍࠇߘ

ࠍ߆ߩࠆߢߪߩࠆߔᒻᚑࠍଔ୯ߩࠄࠇߘޔߪࠆޔ߆ࠆߢߪߩࠆߔᒻᚑࠍ⾰ߩ

೨ࠍᐔߩ⟵ᱜޔߪᐲߦ߁ࠃߩߎޕࠆߢ႐ߩ⼏⸛⊛ᛕ್ࠆߑ߃⛘ߩ㑆࠲ࠢࠕࠆߋ

ឭޔߡߞ߇ߚߒޕࠆߢߩࠆߔߣ⾗ᧄਥ⟵⊛ડᬺߩߩෂᯏߩߘޔߪᐲၮ␆ߩᒙ化

߇ᬺߔ⋤ߺㄟߺ⚵ߦਛߩ࠹ࠪࠍᧄਥ⟵⊛ડᬺ⾗ޔ߃ࠁࠇߘޔߡߞߢߩࠆߡߓ↢ࠄ߆

ᔅⷐޕࠆߢߩࠆࠇߐߣ 
 
ෳ⠨ᢥ₂ 
 
߆ℂ論ࡦࠝࠪࡦࠔࡧࡦᴦ経済学̆̆ࠦߩડᬺޡ(2006)ࡀ࡞ࡧࡘ࠺̆࡞ࡑࠗࠛࡢ࠰ࡦࡈ

  ࡗࠪ࠾ࠞ࠽ޔ㧔ᶏ⠧Ⴆ㧛 ጟᶈੑ㧛㗇↰ᢥ㧛┙ᷕ㧛ᮮ↰ብ᮸⸶㧕ޢዷᦸ̆̆ߩࠄ
ޢᓳᮭ̆̆ߩ⒟̆̆ᴦ経済学ߩℂ論ࡦࠝࠪࡦࠔࡧࡦࠦޡ㧔2006㧕✬ࠛࡈࠖ࠹ࡃࡊ࠶ࠖࡈ

㧔ᶏ⠧Ⴆ㧛㗇↰ᢥ⋙⸶㧕ޔᤘၴ 
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進化経済学論集第㧝㧝集                  2007 年 3 月 24-25 日 
京都大会ᣈ京都大学 
 
 

 ᕁᗐ㧦ߣ会␠ߩ学ᵷࠫ࠶ࡉࡦࠤ     
   ߦਛᔃࠍࡦ࠰ࡦࡆࡠࡦ࡚ࠫ

 
       ฬฎደ大学大学㒮経済学⎇ⓥ⑼  ⍹ ᕺ 

㧝ߦߓߪ  
ઍ␠会ߡ߅ߦ経済学ߪ┹วࠆߔⶄᢙߡߞࠃߦࡓࠗ࠳ࡄߩᡰࠆߡࠇࠄ߃㧝߇㧘ߩߎ

ߪ♽ߥ߁ࠃ 1890 年ߩ㒢⇇㕟ߩߟߣ߭ࠍᄾᯏߡߒߣᒻᚑ⊒ዷߣߩ߽ߚ߈ߡߒ⠨ߎࠆ߃

ߒߣ⤳ᔃࠍℂ論ࠆࠇ߫ߣޠဋⴧ⥸৻ޟߪࡓࠗ࠳ࡄࠆߔว┹ߩࠄࠇߎߡߒߘޕࠆ߈ߢ߇ߣ

ࠆߢầᵹߩਥᵹᵷ߳ߩޕߚ߈ߡ集ࠍ㑐ᔃߣ⥝ߩߜߚ経済学⠪ߩߊᄙߦ㧘ታࠅ߅ߡ

学ࠕ࠻ࠬࠝߚࠇࠄᐢߦߡߞࠃߦࠢࠛࠗࡂ߿ࠬࡒએ㒠ࠟࡦࡔ学ᵷ㧘ࡦࠩࡠ

ᵷ㧘ߡߞࠃߦ࡞ࡖࠪࡑ߿ࠬࠢ࠶ࡅഃࠫ࠶ࡉࡦࠤߚࠇߐ学ᵷߪߤߥ㧘ޟ৻⥸ဋⴧߦޠᄙ

᭽ⷺߥᐲࠄ߆ᐞᐲࠍ࠴ࡠࡊࠕߊߥߣ⹜ߺ㧘ᤨ 進ࠄ߇ߥߒࠇ߆ᨑಽߢ学ᵷౝߦ߽ߣߣ経ㆊߩ

化ߚ߈ߡߒᩰᅢߩࠄࠇߎߡߒߘޕ߁ࠃ߃ߣࠆߢ㧟学ᵷߪ 21 ♿ߦߩߢ߹ࠆ進化

ዷ⊑ࠍ経済ᕁᗐߥ߆⼾ߣ経済ື学㧞ᷓ⥝ߦ㕖ᏱࠆߥߦḮߩ࠴ࡠࡊࠕߩޘ㧘ฦߢㆊ⒟ߩ

 ޕࠆߢߩߚ߈ߡߖߐ
ߦ߁ࠃߩએਅߘࠃ߅ߣࠆߔಽ㘃ߡߠၮߦ⚛ⷐߥ⊛ℂ論ߩࡓࠗ࠳ࡄࠍࠄࠇߎ㧘ߢࠈߎߣ

Ꮧዋᕈޟޠ⟵㒢⇇ਥޟޠ⟵ਥⷰਥޟޠ⟵ᣇᴺ論⊛ੱਥޟߜࠊߥߔޕ㧟ࠆ߇ⓥ⎇ߊዉߣࠆߥ

ᣇᴺ論⊛ੱਥޟߕ߹ޕࠆߢߩ߽߁ߣࠆࠇࠄߌߠᓽ․ߡߞࠃߦ⚛㧠ⷐ߁ߣޠࡓ࠹ࠬࠪ

ੱ⻉ޟࠍ⽎㧘␠会ߢߩ߽ࠆࠇ߫ࠃ߽ߣᣇᴺޠ⊛᭴ᚑޟޠ⊛วᚑޟޠ⊛ේሶ論ޟ㧘ߪߣޠ⟵

㧠ᰴޕࠆࠇߐઍߦࠢࠛࠗࡂ߿ࡄ࠶ࡐޕࠆߢ⺑学ࠆߔಽᨆߦ⊛ޠ໑ฬ論ޟࠄ߆ޠߩ

ⅣႺ㧔⥄ὼⅣႺ㧘␠会⊛ⅣႺ㧘ޠ⊛ᄖޟࠍᗧᕁቯ߿߈േߩ㧘ੱ㑆♖ߪߣޠ⟵ਥⷰਥޟߦ

⡺⊛᧦ઙ㧕ߩ⻉ⷐ⚛ޟߦㆶర߁ߣߥߒޠὐߦᧄ⾰ߟ߽ࠍ学⺑ߪࠇߎޕࠆߢ大ߊ߈㧞

ቯ᷹ߦ⊛㑆ធߪߊߒធ߽⋤ߡߞࠃߦᣇᴺ⊛ޠታ⸽⑼学ޟࠍޠਥⷰޟޕࠆࠇࠄߌࠊߦ႐┙ߩߟ

ߣߎࠆ⍮ߡߞࠃߦ㧡ޠౝⷰޟߣኤⷰߪታߥ⊛᥉ㆉߦ⥸৻㧘ੱ㑆ᕈߣ႐┙ࠆߔਥᒛߣࠆ߁ߒ

ߢ႐┙ࠆߔਥᒛߣߥ߈ߢߪߣߎࠆߔቯ᷹ߦ⊛㊂ߟ߆ኒ♖ࠍ߈ߩਥⷰߩޘ㧘߇ࠆ߈ߢ߇

ߦᓟ⛮⠪ߩߘ߿ࠟࡦࡔߪ㧘ᓟ⠪ࠇߐઍߦ࠻ࡄߪ⟵ਥⷰਥߥޠ⊛⟵ታ⸽ਥޟޕࠆ

㒢⇇ਥޟߦ⋠⇟㧟ޕࠆࠇߐઍߦ学ᵷࠕ࠻ࠬࠝࠝࡀߚߞߣࠢࠛࠗࡂ߿ࠬࡒࠆߚ

ޠ↪㒢⇇ലޟࠆߢ⚵ᔨ⊛ᨒߊ⽾ࠍᶖ⾌̆↢↥̆ಽ㈩ߡ߅ߦ学ᵷౝߩࠄࠇߎ㧘ߪߣޠ⟵

ࡏࠚࠫߪߡߟߦޠ↪㒢⇇ലޟޕࠆߢߩ߽ߟ߽ࠍᓽ․ߚߞߣޠ㒢⇇↢↥ജޟޠ↪⾌⇇㒢ޟ

ޠ↪⾌⇇㒢ޟ㧢ޕࠆࠇߐઍߦࠟࡦࡔߪߟ㧝߁㧘߽ߣ࡞ࡖࠪࡑߚߣ߹ߦ⊛⚂ⷐࠍ࠭ࡦ

ࠬߪޠ㒢⇇↢↥ജޟࠄ߆ࠇߘޕࠆࠇߐઍߦࠬࡒ߿ࠔࡈ࠶ࠬߡߒߣᴺೣߩ⋉ㅛᷫߪ

4ޕࠆࠇࠄߺਥᒛ߽ߩߣࠆࠇߐߦਛߩᔨߩޠ↪㒢⇇ലޟ㧘߇ࠆࠇߐઍߦࠔࡈ࠶ ⇟

ࠫ߿ࠟࡦࡔ㧘ࠅࠃߣ߽ߪ⪲⸒ߥฬࠆߦᦠ⪺ߩ࠭ࡦࡆࡠ㧘ߪߣޠࡓ࠹Ꮧዋᕈࠪࠬޟߦ⋠

 ޕࠆࠇߐઍߦ࠻ࡄߩᓟ⛮⠪ߣࠬ࡞ࡢ㧘࠭ࡦࡏࠚ
ℂ論⊛࠴ࡠࡊࠕߥᴺߩߎߡߒߣ 4 ⷐ⚛ߪ㧘ࡓࠗ࠳ࡄℂ論ߩ㊀ⷐߥⷐ⚛ߛߚޕࠆߢ

ߚߞ߯ߦℂ論ࡓࠗ࠳ࡄ㧘ߣࠆߺߡߒ⸛ᬌߡߒࠄᾖߢ߹ߦߩ߽ߥ߆⚦ߦࠇߙࠇߘࠍ㧟学ᵷߒ

 ޕࠆ߈ߢ៰ᜰࠍߣߎࠆߔሽ߇ࠬࠤ߁ߣߥࠄ߹ߪߡߣࠅ
߁ࠃߺߡߒ⸛ᬌߡߟߦḮߩ࠴ࡠࡊࠕࠄ߆ⷞὐ߁ߣ経済ᕁᗐ߿経済ື学ߡ⛯㧘ߪߢ

ޠ㑆ᤨޟ߿ޠᱧผޟ߿ޠᐲޟ߿ޠ会␠ޟ߿ޠᢥ化ޟߚߡ⢒ߺ↢ࠍ学ᵷߩࠇߙࠇߘ㧘ߣࠆߔߣ

߆⍍㑆ߩ↢⺀ߩߡߒߣ学߇経済学ߪࠇߎޕߊߠ᳇ߦߣߎࠆߡࠇࠄ߃ߚᮮߊ߈大ߦߎߘ߇

ޕߥࠄߥઁߦࠄ߆ࠆߡߞࠊ㑐ߦޠ࿖ኅޟࠆߢ集࿅ߩ㧘ੱ㑆ࠅࠊ㑐ߊᷓߦᵴ↢ߩ㑆ੱࠄ

ޠ⊛⟵วℂਥޟࠍ大㒽経済学ߪࠆࠬࡦࡈߒ⒓ߣޠ⊛⟵経㛎ਥޟࠍ経済学ࠬࠡࠗߦ⥸৻

ߥචಽߡߟߦಽ㘃ߥ⚦ߦࠄߐߩࠇߙࠇߘߪߢಽ㘃ߩߎ㧘߇ࠆ߇ᣇᴺࠆߔಽ㘃ߡߒ⒓ߣ
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 ޕࠆ߈ߢ៰ᜰࠍߣߎߥߦ߁ߘࠇࠄᓧ߇╵⸂
 ႎ๔⠪ߪ回ࠫ࠶ࡉࡦࠤ学ᵷߩ経済学ߣᕁᗐߡߟߦ㧘ࠫ ߦਛᔃࠍࡦ࠰ࡦࡆࡠࡦ࡚

ߘ߇ℂ論㧣ࡓࠗ࠳ࡄ㧘ߘߎ経済学ߩᓐᅚߪࠇߘޕࠆߡ߃⠨ߣߚ߈ߡߒ⸛ᬌߍࠅߣ

วℂਥޟޠ⊛⟵経㛎ਥޟߡ߅ߦᕁᗐ学ືߚ߹㧘ࠅߢࠬࠤߥࠄ߹ߪߡߪߢ߹߹ߩ

経済学ߩࠫ࠶ࡉࡦࠤࠄߥߗߥޕࠆߢࠄ߆ࠆߢ߁ߣߥ߈ߢ⺑ߢߩޠ⊛⟵

ߤߥޠ⛔学⊛વޟ߿ޠᢥ化ޟ߿ޠᱧผޟ߿ޠ会␠ޟߩࠬࠡࠗߊ⛯ߢ߹ࠄ߆ߊ㧘ฎߪ

 ޕࠆߢࠄ߆ࠆߡߞᜬࠍᓽ․ࠆߔ論⼏߃ᝪߦⷞᐳߩ⠨ኤࠍ
એਅߪߢ㧘߹ߩࡦ࠰ࡦࡆࡠࡦ࡚ࠫߕᣇᴺ論ߡߟߦ⠨ኤޕߚߒ㧤ࠗ࠳ࡄࠄ߆ࠇߘ

㧘ࠗߢ߆ߥߩࠅࠊ㑐ߩߣ論ࡓ 㧘ߕࠄ᜔߽ߦߚߡߒᵴべߦหᤨઍࠅߢ経済学⠪ห჻ߩࠬࠡ

ߣ㧕ࡦ࠰ࡦࡆࡠ経済学⠪㧔ߩࠫ࠶ࡉࡦࠤ LSE ߊߒ⪺߇ᣇ߃ࠄߣߩ経済学ߪߢ経済学⠪ߩ

大㒽ဳ経߽ࠅࠃᣇᴺ論ߩ経済学ࠬࠡࠗ߇ࡦ࠰ࡦࡆࡠࠄ߆ᐲⷺߩߎޕߚߒ␜ࠍߣߎࠆߥ⇣

済学㧔ࠬࠢ࡞ࡑ経済学㧕ⷫߦㄭᗵࠍߣߎߚߡ߃ⷡࠍߦࠄߐޕߚߺߡߒߦ߆ࠄᣇᴺ論ߩ

వⴕ⎇ⓥߩࡦ࠰ࡦࡆࡠࠆࠇࠊࠄߦ経済学ߩ৻⽾ᕈߡߟߦᬌ⸛ߒ㧘ߡߓ߁ߟࠍࠄࠇߎႎ๔

⠪ߪ 21♿ߦዷ㐿߇ߣߎߊߡߒน⢻߁ࠈߢ経済学ߩᆫࠍត᳞ࠆߔ♻ญࠍߣߎࠆߖ

 ޕࠆߔᦼᓙࠍ
 

㧞࡚ࠫߩࡦ࠰ࡦࡆࡠࡦᣇᴺ論 
2－1 వⴕ⎇ⓥߩࠄ߆論ὐ 
࠻ࠦࡂࠆߡߒⓥ⎇ߊᐢࠍ経済学ߩᓐᅚߡߟߦᣇᴺ論⎇ⓥߩࡦ࠰ࡦࡆࡠࡦ࡚ࠫ

㧥ߪ㧘1932 年 28 ᱦߩᓐᅚߡߞࠃߦᦠޡ࠻࠶ࡈࡦࡄߚࠇ߆経済学ߪ⡛ߥ学ޢࠆߢ

Economics is a serious subject㧝㧜ߣ㧘⠉年 1933 年ߦᦠޡߚࠇ߆ਇቢో┹ߩ経済学ޢThe 
economics of imperfect competition ޕࠆߡߒ៰ᜰࠍᓽ․ߩᣇᴺ論ߩࡦ࠰ࡦࡆࡠ㧘ߒ⋠ᵈߦ

ߦℂ論ߪᓐޕࠆߴㅀߣࠆߡߌฃࠍᓇ㗀ߩ大㒽ဳ経済学ߪᣇᴺ論ߩ㧘ᓐᅚߪ࠻ࠦࡂߕ߹

ߣߣޠ⊛ᖤⷰޟࠍ㧘大㒽ဳ経済学ޠ⊛ᭉⷰޟࠍ経済学ࠬ㧘ࠗࠡߡߟߦቯ⸳ߩቯࠆߌ߅

↪ߢᗧ߁ߣޠ⟵ᖤⷰ⊛วℂਥޟߣޠ⟵ᭉⷰ⊛経㛎ਥޟ㧘߇࠻ࠦࡂߪࠇߎޕࠆ߃ࠄ

ޕࠗࠆ߃⠨ߣߥ߈ߢᤋߦℂ論ߪታ␠会߈ߠၮߦ⟵วℂਥߪ大㒽経済学ޕࠆߢ⪲⸒ߚ

ࡦࡆࡠ㧘ߪ࠻ࠦࡂࠄ߆ಽᨆߥ߁ࠃߩߎޕᒝ߇ᓀ⦡ߥ⊛経㛎ߡߒߚߦࠇߎ㧘ߪࠬࠡ

 ޕࠆߴㅀߣࠆ߈ߢߣޠ⟵ᣇᴺ論⊛ᖤⷰਥޟߪᣇᴺ論ߩࡦ࠰
ᰴߣ࠻ࠦࡂࠍࡦ࠰ࡦࡆࡠߦห᭽ߦᐢߊ⎇ⓥ࠴ࡦࠨࠆߡߒ㧝㧝ߪ㧘ߩࡄ࠶ࡐ⸽

ਥ⟵ߩࡦ࠰ࡦࡆࡠ߇㑐ᔃࠍ⑼学ື学߳ߣዉߣߚᜰ៰ߪࡦ࠰ࡦࡆࡠޕࠆߔ㧘経済学ߦẜࠗ

෩ኒߪߢ⟵㧘⸽ਥߖߐߓ↢ࠍᔅⷐᕈࠆߔ⠨ᘦࠍ㗴ߩޠⷞὐޟߩ⠪ࠆߔᢿ್߇ࠡࡠࠝ࠺

ࡦࡆࡠ㧘ߪ࠴ࡦࠨߚ߹㧝㧞ޕߚߒਥᒛࠍߣߎࠆߡߒሽߦ経済学߇㗔ၞߥߌᒁ߇✢ߦ

ߔ៰ᜰߣߚߞߢޠᣇ߃⠨ߩ経済学ߚߒ⽾৻ߡߒㅢࠍᶦ↢ޟߪߩߚߞߢ㊀ⷐߡߞߣߦࡦ࠰

ޠᣇߺ⚵ࠅขߩ㗴߳ޟ㧘ࠍ⼂㗴ᗧߥࠄࠊᄌࠄ߆㗃ߚߓߪࠍ㧘経済学ߪࡦ࠰ࡦࡆࡠޕࠆ

 ޕࠆߡߴㅀߪ࠴ࡦࠨߣߚߺ⹜ߣ߁ࠃߒ⸂ߡߞࠃߦℂ論化ߩ
ᧄ┨ߪߢ 2－2 ᒻ⠰学⊛㗴 2－3 ࡦ࠰ࡦࡆࡠ㧘ࠅಾߦ▵߁ߣ会␠ߣࠡࡠࠝ࠺ࠗ

 ޕߚߒ␜ࠍߣߎࠆߡߞᜬࠍᓽ․ߥ߁ࠃࠆߔ៰ᜰߩ࠴ࡦࠨ߿࠻ࠦࡂ߇ᣇᴺ論ߩ
 
2－2 ᒻ⠰学⊛㗴 
 ޕߚߡߒ⼂ߣࠆߢวᷙߩ学⑼ߣᒻ⠰学ߪߣ経済学ߪࡦ࠰ࡦࡆࡠ

એਅߪ 1962 年ߩ⪺ Economic Philosophyޡ経済学ߩ⠨߃ᣇࠆࠇࠊࠄߦޢฬߥ㧝▵ߢ

 ޕࠆ
 
経済学ߪ㧝ᣇࠍ⿷ߩᧂᬌ⸽ߩ⺑ߞ⓭ߦ߆ߥߩㄟߺ㧘ઁ ߩࡦࠟࡠࠬߥᬌ⸽ਇน⢻ࠍ⿷ ߩ

 㧝㧟ޕࠆߡߒ⥶㔍ߢࠎㄟߞ⓭ߦ߆ߥ
 
ᓐᅚߪ⥄りߩ経済学ߩᣇࠍ⺑⸂ߩߡߟߦ⑼学⊛㗴ߣᒻ⠰学⊛㗴߁ߣಽ㘃ࠃߦ

ߟߦ⟵⸽ਥߩࡄ࠶ࡐߪࡦ࠰ࡦࡆࡠߡߒ㑐ߦ学⊛㗴⑼ߕ߹ޕࠆߡߓߪࠄ߆ಽᨆࠆ
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ࠅߥࠄ߆ℂ論⻉ߩߢ߹ࠇߎߚߞ߆ߥࠇࠄߍࠍ⸽ߪߣ学⑼ߪℂ論ߩࡄ࠶ࡐ㧘進ࠍ╩ߡ

ࠍਥᒛߩ㧘ᓐࠄ߆ࠆߢߩ߽߁߇ߜߪὼ⑼学⥄ߣ㧘␠会⑼学߇ࠆߡߒ␜ࠍߣߎ߁ߣߟߚ

経済学ߣࠆߡߞ⺋ߪߣߎࠆ↪ߦ⸒ߒ㧘␠会⑼学ߪߦ⸽ࠍߩߚࠆߍၮḰߡߟߦ

ᗧ߇⥌৻ߩࠄ߆ߥࠇࠄ㧘ߡߟ߆㧝ᐲ߽ቯ⊛߇╵⸂ߥᓧߣߥ߇ߒߚߚࠇࠄㅀࠆߴ

߁ߣߥߢ⏕߇ᢿၮḰ್ࠆߌ߅ߦ㧘経済学ߪ▵㧝ߩㅀࠄ߆ࠇᵹߥ߁ࠃߩߎޕࠆߢߩ

 ޕࠆ߈ߢ⸂ℂߣࠆߢߩ߽ߚߒߢᲧ༙ߩᒻߚጁࠍ‛ጁߩޘߟߕ⿷㧝ࠍߣߎ
ߥฬߩߡߟߦᒻ⠰学⊛㗴ߡ⛯ 1  ޕࠆ߇▵

 
ᒻ⠰学ߩᒻ⠰学ߪࠎ߃ࠁࠆߚ㧘ߩࠇߘ⌀னࠍ⹜ߥ߈ߢ߇ߣߎߔὐޕࠆߦ㧝㧠 
 
㗔ၞߩ学⑼ߪ㗴⥄りߩߘ㧝㧡ޕ߁ߣࠆߢḮᴰߩ⼂⍮ߔ߈ᒁࠍ⺑㧘ߪᒻ⠰学ߚ߹

㧘߽ࠅߢߩ߽ߥᔅⷐߪᒻ⠰学⊛㗴ߡߞߣߦ㧘⑼学߇ߥߪߢߩ߽ࠆߔዻߦ ߩߎߦߒ

㗴ߪࠇࠊࠇࠊߣߥ߇⍮߇ߩ߽ߚࠅࠍ߆ࠆߢ⍮ޕ߁ߣࠆߢߩ߽߁ߣߥ߃ࠅ
㧝㧢ߩࡦ࠰ࡦࡆࡠಽᨆߦࠄߐߪ進ߺ㧘ᔃℂ学⊛㗴ߣ␠会学⊛㗴ߩ⎇ⓥߦ㑐ࠆߔ㒢ߪߢࠅ㧘

ᒻ⠰学ߩߟߣ߭ߪ⸃ࠍߒⴕേߩᜰᮡࠆߥߣᗵᖱ߁ࠃࠆߡ┙⛔♽ࠍᯏ⢻߆ߚ߈ߡߒ

ߔ⸒ߣߛߩߚ߃ߜᜬࠍᗵⷡߩㅢߩߚࠆߔಣℂࠍ㗴⻉ߩ会␠߇᭴ᚑຬߩ㧘␠会ߘߎࠄ

第ߡߒߣߩᒻ⠰学⊛㗴ߔ߿ࠅ߆ࠊ߈⛯ߦࠇߎޕࠆ 2 㧘ߍࠍޠଔ୯ޟߩฎౖᵷߢ┨

第ߊ⛯ 3  ޕࠆߡߍࠍޠ↪ലޟߩᣂฎౖᵷߢ┨
㧘ੱߘߎࠄ߆ߚߒሽ߇ᒻ⠰学⊛㗴ߦ߁ࠃߩߎ น⢻߇㗴⸃ߡ߅ߦ会↢ᵴ␠ߪޘ

㧘ߦߣߎ߁ߣࠆߢߩ߽ࠆߢࠎࠍࡦࠟࡠࠬߥ⸂㔍ߪ㧘ታ␠会߇ࠆߢߌࠊߚߞߥߦ

߮ߚߣ߭ߦ会⑼学␠߇⪲⸒߁ߣޠᏗዋᕈޟ߿ޠଔ୯ޟޕߚߞߢᗵᢅߦ㕖Ᏹߪࡦ࠰ࡦࡆࡠ

ㆡᔕߣࠆࠇߐ㧘ࠡࡠࠝ࠺ࠗߪࠄࠇߎߩ㗴߳ߣᄌ化ޕ߁߹ߒߡߒᓐᅚߩࠄࠇߎ߫ࠇࠃߦ

㗴ࠍ論ℂ学⊛ᚻᴺߢಣℂߣࠆߥߣࠆߔ㧘ήᗧߦߣߏࠊߚߥၿ߆߁߹ߒߡߒ㧘ᓴⅣ論ᴺߦ

㒱ߤࠇߌࠆߢߣߎ߁ߣ߁߹ߒߡߞ㧘ߒ߆ߒ㧘ㅢᗵⷡߡߞࠃߦࠡࡠࠝ࠺ࠗ߇ࠇߐ

ߩⴕേߩ㧘␠会↢ᵴߡߚࠄࠍ⺑ߪߢ㧝㧣ޕࠆߢߩߥߩ߽ࠆߔሽߪ会␠ߡߓߪߡ

⇇ޕ߁ࠃߺߡߺࠍࠅࠊ߆߆ߩߣࠡࡠࠝ࠺ࠗߣ 
 
2－3  会␠ߣࠡࡠࠝ࠺ࠗ
ࠇࠊࠄ߆ࠆߢ⽎ⷰᔨߩ論ℂ学ߪޠὐޟ㧘ߡߍࠍߩޠ⽎ޟߣޠὐޟߪࡦ࠰ࡦࡆࡠ

ߢᣇ৻ߒ߆ߒ㧘ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⟵ቯߣߩ߽ߥߩߐ߈㧘大߇ࠆߌߛ⟎ࠍࠇߘߪࠇࠊ

⋠㧘ߩߩ߽ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⏕ߢ⋠ߪࠇࠊࠇࠊࠍߣߎ߁ߣࠆߢޠ⽎ޟ߇ࠇߎߪޠ⽎ޟ

ࠝ࠺ࠗߜ߁ߩޠὐޟߣޠ⽎ޟߪᓐᅚޕࠆߴㅀߣߥ߈ߢߪߣߎࠆߔ⟵ቯߦ᭽৻ࠍ⽎ߚߞᤋߦ

ߔ⼏論ߒ論ⓥߒឬ౮ߪࠡࡠࠝ࠺ࠗ߫ࠄߥߗߥޕࠆ߃⠨ߣࠆߢޠ⽎ޟߪߩ߽ㄭߣࠡࡠ

߃⸷ߦ⟵ቯߩࠡࡠࠝ࠺ࠗߦߚࠆߌߟࠍ⌕ߦౝኈߩ㧘⼏論߇ࠆߢߩ߽ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ

ޕࠗࠆߢࠄ߆ߥ߇ᗧ߽ߡ ႐วߚࠄ߆㧘進化論⊛ࠅߢࠧ࠹ࠞߪࠡࡠࠝ࠺

ޕੱࠆߴㅀߪࡦ࠰ࡦࡆࡠߣࠆߢߩ߽ߔߚᨐࠍᓎഀࠆࠊ߆ߦᧄ⢻ߪࠇߘ 㑆ᧄ⢻ߥࠇ߹↢ߪߣ

ߚߩಽ⥄り⥄－ࡓ࠭ࠗࠧࠛߩߚࠆߔሽࠍ㧘⒳ߢߩ߽ߚࠇ߹ㄟߺ⚵ߦㆮવሶߩฦੱߦࠄ߇

ⴣേ㧘ࠛᒝ߁ߣߚࠅࠍߩญ♟ߩ㧘⥄ಽߚ߃ࠍ‛ߴ㘩ߩ หࠄ߆ੱࠍࡓ࠭ࠗࠧ

ᣖߦ大ߡߒ㧘ખ㑆߿ሶଏߩ⋉ߦߚߩ㑵ࠆߔߣ߁߅ᒝⴣേ－ࠅߢ㧘⑳㆐ࠍ⪲⸒߇

ߢߩࠆߢ⢻ജߪᧄ⢻ࠅ߹ߟޕࠆߴㅀߪࡦ࠰ࡦࡆࡠߣࠆߢ⢻ജߩห᭽ߣߣߎࠆߥߦ߁ࠃߔ

ߣࠆߢߩ߽ࠆࠇߐᓇ㗀ߦᓼᗵᖱࠆߔ↢⊑ߡߞࠃߦ㧘ᧄ⢻ߪࠡࡠࠝ࠺ࠗࠆࠊ߆ߦࠇߘ

 ޕࠆ߃
ᘒᐲߚߒߣࠅ߬ߞ߈ߣߥߪߢߩ߽ࠆࠇߐ߈ዉࠄ߆ℂᕈ߿学ߪ㧘ᓼᗵߪࡦ࠰ࡦࡆࡠ

ߪ↪ߩ㧘学ߢߩࠆߢ߁ߘޕࠆߣࠍ 3 ߪߢ㑐ଥߩߣࠡࡠࠝ࠺ࠗ⊛㧘経済߇ࠆ㧝㧤ߟ

߷ࠍᓇ㗀߇学ߡߞߣߦᓐᅚޕࠆߴㅀߣߥ߃ᕁߪߣߚߡߒ㑐ଥߤ߶ࠇߘ߇ቬᢎߡߟ߆

㧘18ߪ⇇ߚߡߒ ♿ࠆߌ߅ߦ⥄↱ᕁᗐߩ⥰บࡘ࠾ߪޘੱߢߎߘޕߚߞߢߡ߅ߦ

㧘ੱߡߒኻߦᴺೣᕈߩ⇇ℂ⊛‛ߚߒ⊑߇ࡦ࠻ 㑆⊛ߥᵴേ߽ߦ߆ߥߩ⺞ߩ⟵ߣේೣࠍ

ߢߩߚߒߣ߁ߘ㧘学⊛߇ⷰ↢ੱߥᆫࠍᄌߡ߃⥄ὼᴺߡߒߣ␠会߁ߣߚߡࠇࠊࠄߦ
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 ޕࠆߡ߃ࠄߣߪᓐᅚߢࠫࡔࠗ
㧘ੱߪߣߎߚߒߣࠎࠊ⸒߇ࡦ࠰ࡦࡆࡠߡߟߦ会␠ߣࠡࡠࠝ࠺ࠗ 㑆ߩᧄ⢻ࠆߢᓼᗵᖱ

ࠊၭߡߞࠃߦޠᱧผޟ߿ޠᢥ化ޟ߿ޠ会␠ޟࠆߔᵴ↢߇ฦੱߪࠇߘ㧘ࠅߢ୶ℂ⊛వⷰߪ

ߪ⚛ⷐߚߞߣޠᱧผޟ߿ޠᢥ化ޟ߿ޠ会␠ޟޕࠆߢߣߎ߁ߣࠆߢᕁ⠨⠌ᘠߚ߈ߡࠇ

㧘ࠗ߃ߚࠍᓇ㗀ߦᒻᚑߩࠡࡠࠝ࠺ࠗ ߒߡߒⷙቯ߆ߒߟࠍޠ⛔学⊛વޟߪࠡࡠࠝ࠺

߇ࠎ߆ߣࠆߢߟ㧟ߩᰴࠍᯏ⢻ߩ経済学ߪࡦ࠰ࡦࡆࡠޕࠆߢߌࠊࠆߡߞᜬࠍ㧝㕙߁߹

ߕ߹ޕࠆߡ߃ 1 ߢߣߎࠆߔ⸂ℂࠍߣߎ߁ߣ߆ߩࠆߔᯏ⢻ߦ߁ࠃߩߤ߇経済学ߦߟ

㧘2ࠅ ߡߒߘޕࠆߢߣߎࠆߔࠍឭ᩺ߥ߁ࠃࠆߔᡷༀࠍࠇߘߦߟ 3 ଔ⹏ࠍᡷༀߩߘߦߟ

․ߥ߁ࠃߩએਅߡߞࠃߦࠡࡠࠝ࠺ࠗߪ経済学߇ࠈߎߣޕࠆߢߣߎࠆߔᱜᒰ化ࠍၮḰࠆߔ

ᓽࠍᜬࠍߣߎ߁߹ߒߡߞߥߣߩ߽ߟ㧘ߪࡦ࠰ࡦࡆࡠ⥄りߩℂᗐࠆ߆߆ߒߩߦ大ߥ߈࿎㔍ߒߣ

 ޕߚߡ߃ࠄߣߡ
 
߇ᦸ߹ߣߎ߁ߣ߆ߒߦ㑐ࠆߔၮḰߪᔅὼ⊛ߦ㧘ᓼ߮ࠃ߅ᴦ⊛ߥ⹏ଔߦ㑐ଥߑߖ

ߥߪߦ学⑼ޠ☴⚐ޟߩߢᗧߥ㧘෩ኒߥ߃ߓ߹ࠍ㑆⊛ଔ୯ੱߪ経済学ޕߥᓧࠍࠆ

 㧝㧥ޕߥ߃ࠅ
 
ߣࠍ経済学ߦ߁ࠃߓหߪߩߚߒଔ⹏߇㧘ᓐᅚ߇ࠆߢߩߚߡߓᗵߪࡦ࠰ࡦࡆࡠߦ߁ࠃߩߎ

ߚߡ߃ࠄ G.ޕߚߞߢ࡞࠳࡞ࡘࡒ 
 
ߣߎࠆߔ⟵ቯ߆߶ࠆࠃߦᴦ⊛⹏ଔޕߩ߽ߚ߮߅ࠍଔ୯ߊߒߐ߹ߪᔨߩࠇࠊࠇࠊ

 㧞㧜ޕߥ߈ߢߪ
 
ߩᓇ㗀ᒝߩࠡࡠࠝ࠺ࠗ⊛ᴦ学߇ࠡࡠࠝ࠺ࠗ⊛経済学ߪ࡞࠳࡞ࡘࡒߣࡦ࠰ࡦࡆࡠ

ߡߌะߦ᧪ᧂߪ経済学ޕࠆߢߌࠊߚߡߒᗵ∩ߡߟߦታ␠会ߥⶄ㔀ࠆߡߒሽߦߣ߽

㔍⥶ޕࠆߢߩࠆߡߒ 
ᧄ┨ߦࠅࠊ߅ߩㅀߩ 2－2 ࠆߡߒࠈਅࠍ⿷߇経済学ࠆߌ߅ߦ⺑㧝ߚߍࠅߣߢ 1 ߕ⿷

ࠆߢ㗴ߥߩߣߎߚࠇߐ論⼏ߛ߹ߟ߽߇経済学ߪ㧘೨⠪ߣࠆߺߡ߃⠨ߡߟߦᗧߩߟ

㧘ߦߐ߹ޕࠆࠇߐផ᷹ߣࠆߢᓽ․ߩᣇᴺ論ߩᓐᅚࠅߢਥ㗴ߩᦠ⪺ߩߎߪ㧘ᓟ⠪ࠇߐផ᷹ߣ

経済学ߞ⓭߇⿷ ߩㄟࠆߢࠎᬌ⸽ਇน⢻ߪߣࡦࠟࡠࠬߥᒻ⠰学ߣ⑼学⊛㗴㧞㧝ࠗߣ

ߔᔒࠍ経済学߇ᓐᅚ߇ࠈߎߣޕࠆߢߌࠊ߁ߣޠ⽎ޟว㧩ᷙࠆߢᏉߟਃߩࠡࡠࠝ࠺

ߌߥߒ⒟ᐲᤋࠆࠍ㧘ታߪ学ߔߚᨐࠍ⊛⋠ߩߘ㧘ߢߚ⚵ࠅขߦ㗴ߩ㧘⽺࿎ߪߩ

㧘ࠗ߃⠨ߪᓐᅚߦ߁ࠃߩߎޕߥࠄߥ߫ࠇ ߁ࠈ߆ߥߪߢߩߚߒ㉼⸂ߣ⊛ᭉⷰࠍ経済学ࠬࠡ

⊛学ޟߢᗧߩߘ㧘ࠅ߅ߡߒ⋠ᵈߦࠡࡠࠝ࠺ࠗࠆߢࠎẜߦ経済学ߪ㧘ᓐᅚߡ߃ടޕ߆

વ⛔ޟ߿ޠᱧผޟ߿ޠ␠会ޟ߿ޠᢥ化ࠍޠ⠨ኤߩኻ⽎ߦᝪࠆ߃大㒽ဳ経済学㧔ౕ⊛ࡑߪߦ

ߩᰴޕ߁ࠃࠇࠄ߃⠨ߣߚߡ߃ⷡࠍㄭᗵ߽ⷫࠅࠃᣇᴺ論ߩ経済学ࠬࠡࠗߦ経済学㧕ࠬࠢ࡞

ᯏ⢻ߣ㗴ࠆߌ߅ߦ経済学ࠍ⢛᥊ߚߒᢿ್ߣ⊛ᭉⷰࠍ経済学ࠬࠡࠗ߇ࡦ࠰ࡦࡆࡠ㧘ߪߢ┨

 ޕ߁ࠃߒߦߣߎࠆߺߡߍࠅߣࠍޠଔ୯ޟࠄ߆ὐⷰ߁ߣ
 
㧟経済学ࠆߌ߅ߦ㗴ߣᯏ⢻ 
 17 ♿એ㒠経済学⺑ߪ㧘ን߆ࠆࠇ߹߁ࠄ߆ߎߤ߇㧘ଔᩰ㧘⽻ᐊ㧘␠会ᱜ⟵㧘ല㔛ⷐߣ

ޕࠤࠆߡࠇߐᱷ߹߹ߩᧂ⸃ߪ㗴ߩࠄࠇߎ߽ߢ߇ߚ߈ߡߡࠍὶὐߦ㗴ߚߞ ࡦ

ࠆࠇߐઍߦ࠭ࡦࡆࡠ߽ߡߞߦࠬࠡࠗߓ㧘หߪ経済学ߩ学ᵷࠫ࠶ࡉ LSE ߪߣߩ߽ߩ

大ޕࠆߥ⇣ߊ߈ઍߩ࠭ࡦࡆࡠߡ߅ߦ 1932 年ߩ⪺ An Essay on the Nature and 
Significance of Economics Scienceޡ経済学ߩᧄ⾰ߣᗧ⟵߇ޢਥᵹᵷ経済学ߩቯ⟵ߡߒߣ⹏

ଔߪߩࠆߡࠇߐ㧘ߩߘಽᨆᚻᴺޟߦᏗዋᕈࠍޠឝߍ৻ᧄᩇࠄߥઁߦࠄ߆ࠆߡ⽾ߡߒߣ

ߐ⸵ߦ⇵▸ߩ論⼏ࠍߣߎࠆ߃⠨ࠍ㆑⋦ߥ⊛⾰ᧄߩὼ⑼学⥄ߣ㧘␠会⑼学߇ࠇߘߡߒߘޕߥ

⻉㧘ߡߒߊߥᔅⷐࠆߔ⸒ߦ㗴ߩ⟵ਥⷰਥߥ⊛ᔃℂߣ㧘ଔ୯論ࠅࠃߦߣߎ߁ߣߚߞ߆ߥ

ࠆ߃ਈߦℂ論ࠍߐଢ߁ߣࠆߔಽᨆߢᔨ߁ߣㆬᛯࠍ࿃ᨐ㑐ଥߩ㑆ߩߣᚻᲑ✜ߣ⊛⋠
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ᔨߚߒ᫈߇࠭ࡦࡆࡠߪ経済学ߩࠫ࠶ࡉࡦࠤ㧘ߒ߆ߒ㧞㧞ޕࠆߢߩߚߞ߇ߥߟߦߣߎ

✵ᵞߪᣇᴺߩ࠭ࡦࡆࡠߣࠆߔ৻ޕࠆߢߩㄟ߃ᛴߦ⇵▸ߩ論⼏ߩࠄ߆ߕߺࠍߟ㧝ߟ㧝ߩ

㧘ࠤࠅߢ߁ࠃߩ߆ࠆߡࠇߐ ೨ߪᓽ․ߩߎߪߟߓ㧘߇ࠆ߃ߺߦ⊛ේᆎߪᣇᴺߩࠫ࠶ࡉࡦ

ㅀࠫ࠶ࡉࡦࠤߦ߁ࠃߚߒ学ᵷޟ߇␠会ޟ߿ޠᢥ化ޟ߿ޠᱧผߦޠᩮޕࠆߢࠄ߆ߚߡߒߑ

࡚ࠪ࠽ޟߪߢ経済学ߩ学ᵷࠫ࠶ࡉࡦࠤ㧘ߪߩࠆࠊߛߎߦޠଔ୯論ޟࠆߺߦᓟ߇ࡦ࠰ࡦࡆࡠ

経済߇ࠇߙࠇߘߣࠆ߃⠨ߦ߁ࠃߩߎޕࠆߢࠄ߆ࠆࠇ߆⟎߇㊀ὐߦᔨ߁ߣޠࡓ࠭࠽

 ޕࠆ߃߇߆߁߇ߣߎࠆߢ㐳৻⍴৻ߦࠇߙࠇߘ㧘ࠅ߅ߡߞߥ⇣ߪ࿐▸ࠆ߈ߢ⺑ࠍ⽎
 

3－1  ޠࡓ࠭࠽࡚ࠪ࠽ޟߩߡߞߣߦࡦ࠰ࡦࡆࡠ
 －ᔨߚࠇߐߊ߆ߦޠല㔛ⷐޟߣޠଔ୯論ޟ̆

ߪࡦ࠰ࡦࡆࡠ  17 ♿ 18 ♿ࠗࠡߪߢࠬ㧘ᴦ経済学ߩ⊒ዷߩᄾᯏߚߞߥߣᦨೋߩ

㗴ߪ࿖㓙⾏ᤃߣߚߞߢߩ߽ࠆࠊ߆߆ߦಽᨆߪࠇߘޕࠆߔ㧘ࠗ ߢ⪲⸒߁ߣ⟵㊀ਥࠬࠡ

ࠆࠇߐ৻ᵷޡޕࠆߢઍ経済学ࠬࠡࠗ߇ࠬࡒࠬࡓ࠳ࠕߪࡦ࠰ࡦࡆࡠߢ߆ߥߩޢ㊀

ਥ⟵ࠍ㊄ߣንߣࠆߡߒ⸂⺋ࠍߣៃឦߍࠅߣࠍ࠼࠰ࡇࠛ߁ߣߚߒ㧘㊀ਥ⟵⠪ࠇߘߪ

ߩ࿖ౝߪࠄ㧞㧟ᓐޕࠆߡߒ៰ᜰߣߚߞߦ ല㔛ⷐ߇㑐ᔃߩࠄ㧘ᓐߊߥߪߢ߆ࠈ߅ߤ߶

経済ᵴᕈ化ߪߦャㆊߩ⁁ᘒ߇ᦨ⦟ࠍߣߎࠆߢ㧘ャߡߞࠃߦ↥↢ߩ⽷ߩߚߩᓧࠇࠄ

㧘߈ዉࠄ߆ߺ⚵߁ߣࠆߔೝỗࠍ㔛ⷐߩ࿖ౝߢߩࠆࠇߐ߿⾌ߡߒߣਥߢ㧘࿖ౝᏒ႐ߪᚲᓧߚ

⾏ᤃᡰࠍ㤥ሼߊߴࠆߔߦャߩឃ㒰ࠍឝߍᐭߩⷙࠍᱜᒰ化ޕࠆߢߩߚߒߣ߁ࠃߒ⛯

ࠆߢ㊀ਥ⟵⠪ߩᦨᓟߡ J.ࠬߡߟߦ࠻ࠕࡘ࠹㧘ᓐ߽ല㔛ⷐߦ㑐ᔃߚߡߞ߽ࠍ

ߎࠆߣࠍ⺑ഭଔ୯ߡߒ⽾৻ߪฎౖᵷߚߞ߹ᆎߦࠬࡒࠬࡓ࠳ࠕࠄ߆ࠇߘ㧞㧠ޕࠆߔ៰ᜰߣ

ߦ࠼ࠞߪᓐᅚޕࠆߡߒಽᨆߢᒻࠆߖߐઍࠍߚ߆߃ࠄߣߩޠଔ୯ޟߩ࠼ࠞ㧘ࠍߣ

ߡߒଔ⹏ߊ㜞ߡߒߣ㧘経済学⠪ߣߚߡߞ߽ࠍ⢻ജߒࠄ߫ߔߦࠄ߇ߥࠇ߹↢ߪᓐߡߟ

ߦ⸓ᡷߩޢේℂߩ経済学߮⺖⒢ޡߦߚࠆ᳞ࠍಽ㈩ℂ論ߩ‛↥↢㧘ߪ࠼ࠞ㧞㧡ޕࠆ

 ޕߚߡ߃ࠄߣߦ߁ࠃߩᰴࠍޠଔ୯ޟߡߒߐ
 

 ଔ୯ዤᐲ߇ቢోߦߚࠆߢḩߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐߚᕈ⾰ߪ㧘ࠇߘ⥄ଔ୯ࠍᜬ߫ߨߚ

ߥቢోߩߐ㧘㐳ߪࠇߘޕࠆߢߣߎߥࠄߥ߫ࠇߌߥߢਇᄌ߇ߩ߽ߩߘଔ୯ߣߣߎߥࠄߥ

ዤᐲ߇㧘ࠇߘ⥄㐳ࠍߐᜬߜ㧘ߩߘ㐳߇ߐિ߮❗߇ߣߎߥߒߺᔅⷐࠅߢ㧘߹ߚ㧘㊀ߩߐ

ዤᐲ߇㧘ࠇߘ⥄㧘㊀ࠍߐᜬߜ㧘ߩߘ㊀߇ߐਇᄌߣߣߎߥࠄߥ߫ࠇߌߥߢห᭽ߎޕࠆߢ

㧘ᔅⷐ߽ߤࠇߌࠆߢኈᤃߪߣߎࠆߴㅀࠍ߆߈ߴࠆߦᅤ߇ዤᐲߥቢోߩ㧘ଔ୯ߦ߁ࠃߩ

㧘ߪࠇࠊࠇࠊޕߥߪߢኈᤃߤ߶ࠇߘ㧘ߪߣߎߔߌߟࠍຠߩߟ৻ߚ߃ࠍ⾰ᕈࠆࠇߐߣ

㐳ߩߐዤᐲᤨࠆ᳞ࠍ㧘િ߽߮❗ߥߒ߽ߺ৻ቯߩ㐳ࠍߐᜬߟ㧝ߪߚ߹࠼ࡗ㧝ࠍ࠻ࠖࡈ

ㆬ߮߇ࠇࠊࠇࠊޔߒ߆ߒޕߔଔ୯ߩዤᐲࠇߘޔᤨࠆ᳞ࠍ⥄ᄌߥࠄࠊଔ୯ࠍᜬߩߤߟ

 㧫㧞㧢߆߁ࠈߛࠃ߫ߴㆬࠍຠߥ߁ࠃ
 
ㅊߩዤᐲޠଔ୯ޟߩ㧘ㅀ߇ࠆ߈ߢଔ⹏ߊ㜞ߢὐߚߡ┙ߜᛂࠍℂ論ߩಽ㈩ߣ↥↢ߪ࠼ࠞ

㧘߫ࠇࠃߦࡦ࠰ࡦࡆࡠ㧞㧣ޕࠆߡߒ៰ᜰߪࡦ࠰ࡦࡆࡠߣࠆߢߩ߽ߚࠇᄖࠄ߆ⷐὐߪ᳞

ᗧߩߎ㧞㧤㧘ߢ࡞ࡖࠪࡑ߇ߩߚߒ⼔ᠩࠍᓐߦ߁ࠃߥࠇߐ㕖㔍ߦᓟ߇㆑ᕁߩ࠼ࠞ

ࠬࠡࠗߩߢ߹ࠇߘߪ࡞ࡖࠪࡑߡ߅ߦ経済学⠪߇ࡦ࠰ࡦࡆࡠߦ․ߢ߆ߥߩዅᢘߩᔨ

ߞ߆ߥߡߒ⸂ℂࠅ߹ࠍࠬࠢ࡞ࡑ߇࡞ࡖࠪࡑ㧘ߪᓐᅚ߽ߤࠇߌޕߚߞߢ‛ੱߛᵈࠍ

ߒ⸂ߣޠ⊛ᭉⷰޟࠍ経済学ࠬࠡࠗ߇ࡦ࠰ࡦࡆࡠߦߎߎޕߚߞߢߩߚ߃ⷡࠍᄬᦸߦߣߎߚ

㧘ߣࠆࠇߐ論⼏ߢਛߩ経済学߇ޠଔ୯ޟࠆߢ㗴ߩᒻ⠰学ߪࠇߘޕࠆ߃߇߆߁߇↱ℂߚ

ߚ経済学⠪ߩࠬࠡࠗߦᄌ化߁ߣ߁߹ߒߡࠇߐᄌᒻߦ⺑学⊛⑼߆ߦ㑆ߩߟߪޠଔ୯ޟ

ࠅ߈ߞߪࠍੂᷙߩዤᐲޠଔ୯ޟߩ࠼ࠞޕࠆ߈ߢ៰ᜰߣߛߩ߽߁ߣߚߞ߆ߥ߆ߠ᳇߇ߜ

 ޕࠆߢߩߚߒᄬᦸߪᓐᅚߦߣߎߥߡߠ᳇ߦᄌᒻߩߎ߽߃ߐߢ࡞ࡖࠪࡑߚߠ᳇ߣ
ࠪ࠽ޟࠆߥߣḮߩࠡࡠࠝ࠺ࠗࠇߙࠇߘߪޠଔ୯ޟߣޠല㔛ⷐޟߪߡߞߣߦࡦ࠰ࡦࡆࡠ 

࠽࡚ࠪ࠽ޟࠆࠃߦ㧘ᓐᅚߪߢએਅޕߚߞߢߩ߽ࠆߔ൮ߡߒߣㅢᔨࠍޠࡓ࠭࠽࡚

 ޕ߁ࠃߒߦߣߎࠆߍࠅߣࠍㅀ⸤ߩߡߟߦࠅࠊ߆߆ߩ経済学ߣޠࡓ࠭
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ታߩ経済ߪ࿖ኅߩਛߢ⊒ዷޕߚ߈ߡߒ学⊛ߥᕁ⠨߽߹ߣࡓ࠭࠽࡚ࠪ࠽ߚಾࠅ㔌ߪߡߒ

⠨ࠄ߆ߓߪߩ߽ߘ߽ߘޕߚߞ߆ߥࠇࠄ߃㧘࿖ኅߩንߦ㑐ࠆߔ⎇ⓥߪ㧘ߩߒߊߚࠊ࿖ߩንߦ

㑐ࠆߔ⎇ⓥߡߞߢ㧘ࠍࠇߘߡߒߦ߁ࠃߩߤჇ߆ߔ߿㧘ࠍߣߎ߁ߣ⠨ޕߚ߈ߡ߃経済♽

߃⠨ߣࠆߡߒ₂⽸ߌߛࠇߤߦჇ大ߩንߩ࿖ኅߪⴕേߩ経済ਥߥ߹ߑ߹ߐࠆߌ߅ߦਛߩ

ޕߚ߈ߡߞࠊ߆߆ߦߣߎࠆߔਥᒛࠍ╷ߩ⒳ࠆ㧘ߚ߹㧘ℂ論߽ࠇߐଔ⹏ߡߞࠃߦ߆ࠆࠇࠄ

学⊛⎇ⓥߪ㧘ਥߡߒߣ㧘╷ߩ⢛᥊ࠆߦ␠会⊛┙႐ࠍᱜᒰ化ߦߚࠆߔޕߚ߈ߡࠇࠊ
㧞㧥 
 
ߞߢߩ߽ࠆࠇࠄߓ論ߢ㑐ଥߩ経済ߣࠡࡠࠝ࠺ࠗߦ㧘Ᏹߪޠଔ୯論ޟߡߞߣߦࡦ࠰ࡦࡆࡠ

 ޕࠆߢߌࠊߚ
 

3－2 ဋⴧࠆߋࠍ┙႐  
 ̆ᣂฎౖᵷࠫ࠶ࡉࡦࠤߣ学ᵷ̆ 

ᣂฎౖᵷߩၮᧄ⊛ᔨߪ㗴ߩ㑐ᔃࠍ឵ߦᝪߢߣߎࠆ߃㧘⽷ߩ⋧ኻଔᩰߩℂ論ࠍല↪

ᔨߦၮޟ߈ߠဋⴧޠὐߪ࠭ࡦࡆࡠޕࠆߢߩ߽߁ߣࠆߣ߽ࠍᦨೋߩ⾗Ḯ߇ਈߣߚࠇࠄ߃

ߘߪ㧘ฦੱߡ߅ߦޠဋⴧޟ㧘ߢ⾰ᧄߩᔨޠဋⴧޟ߇ߩࠆߔᓧ₪ࠍ࿐▸ࠆߩㆬᛯ↱⥄߈

ߣߦ႐ᚲߩߟߣ߭ߪੱࠆ㧘߇ࠆ߈ߢ߇ߣߎߊേߦ↱⥄ߦὐߚߞ㆑ߡߞ߇ߚߒߦㆬ⠨ᣇ㊎ߩ

߆߁ࠈߛߥࠇߐㆬ⠨ࠅࠃὐ߽ࠆߥ߆ߩ߆߶㧘ࠄߥߗߥޕࠆߡߒਥᒛߣࠆߢߩࠆ߹ߣ

ଔ୯್ᢿߥ⊛ⓥᭂߢߩࠆߢ⊛┙ਛߡ߅ߦ㑆ߩ⊛⋠⻉ߪ㧘経済学߽ߤࠇߌ㧟㧜ޕࠆߢࠄ

ߤ߇ߚߓࠇߘޠဋⴧޟ㧘ߢߩࠆ߃⠨ߪᓐߣߥ߈ߢߪߣߎࠆߴㅀࠍᗧߡߟߦᅷᒰᕈߩ

 ޕࠆߢߩߥߣߎߥ߃ࠅ⍮ߪ߆ߟᜬࠍᗧߥ߁ࠃߩ
৻ᣇޟߪࡦ࠰ࡦࡆࡠဋⴧℂ論ޟߡߟߦޠല↪ߪޠ経済学ߩ⊒ዷߦ大ߚߒ₂⽸ߊ߈ᒻ⠰学

⊛ᔨ߇ࠆߢ㧘ᱷᔨࠄ߇ߥᒻ⠰学ࠄ߆ᄌ化߁ߣߚߞ߆ߥ߃ߒℂ↱ߢ Economic 
Philosophyޡ経済学ߩ⠨߃ᣇߢޢએਅߩޕࠆߡ↪ࠍ 
 
⍮⊛ߦ߫ࠇਇḩ⿷ߩߟ৻ࠆߢᕁᗐ߅ߥ߇ᩮᒝᓇ㗀ജࠍᜬࠆߡߞℂ↱ࠍߔߦ߆ࠄ

  㧟㧝ࠆߢߩߥ߆ߒࠆ᳞ߒតࠍᔃℂ学⊛⺑ߪޘ㧘ᚒߪߦࠆ
 
ࠇࠃߦࡦ࠰ࡦࡆࡠ ⁁回ォߥ㧘ቢోߪࠫࡔࠗߟᜬ߇ੱࠆߡߒߚߦᔨ߁ߣޠဋⴧޟ߫

ᘒࠆߦᯏ᪾߿⋧ߦኻߦ↪ࠆߔജߩ㑆ߩᱜ⏕ࠆࠇߐࠄߚ߽ߡߞࠃߦࠅߟߥᄖ

ߩ㕒ޟߚߞߣߤߥߐߌቯᕈࠅߢߩ߽ߟ߽ࠍޠ㧘ߡߞߣߦੱࠆᔃℂ⊛ߦ⥋ߩ⪭

ߩࠆߦᲣߦ߁ࠃࠆߦ⪲⸒ߩ࠻ࠗࡠࡈ㧘ߪޠቯᕈޟߩߢᗧ߁ߣߔࠄߚ߽ࠍ߈⌕ߜ

ߩࠆߡߞᜬߦᅏߩᔃߦᏱࠍ㗿ࠆߥಾ߁ߣޠߚࠅᏫߦሶችޟߪੱࠆࠅ߹ߟޕࠆߢ

ޠဋⴧޟࠆ߃ߚࠍޠቯᕈޟߊߒࠄ߽ߣߞ߽ߡߒኻߦ⺑ߩ⽎経済ࠆߌ߅ߦ㧘ታ␠会ߢ

ࠆࠇߐ↪ណ߇ޠဋⴧޟߪߢ学ᵷࠫ࠶ࡉࡦࠤ㧘ߦ߁ࠃߩߎޕࠆߢਥᒛ߁ߣࠆࠇࠄߖ㝯ߦ

 ޕࠆߢߩࠆ߃ࠊߊࠍ⺑ߥ⊛ᔃℂߦߣߎ
 
㧠ࠫ࠶ࡉࡦࠤ学ᵷࡦࠩࡠߣ学ᵷࠕ࠻ࠬࠝߦ߮ࠄߥ学ᵷ 
 ̆ߡߒࠄᾖߦℂ論ࡓࠗ࠳ࡄ̆            
 
経済学ผࠆߌ߅ߦᣇᴺ論ߩ⎇ⓥࠬࠢ࡞ࡑߪਥ⟵⊛ᣇᴺޟߩࡘࠪ࠻ࠞࠅࠊ߆ߦ⑼学⊛⎇ⓥ

Ⲣߣࡦࠢࠍࡘࠪ࠻ࠞߚߒ⪺߇⨃ᢕ᎑᧻ߪߢ㧘ㄭ年ࠅߥߦ߁ࠃࠆࠇߐ⋠ᵈ߇ޠᣇᴺߩ↹⸘

วୃߖߐᱜߢ࡞࠺ࡕߚߒઍ経済学ࠍಽᨆࠆߔ⎇ⓥޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇࠄߺ߇㧟㧞ᧄ┨ߪߢ㧘

ࠊࠅߣ学ᵷ㧔ࠫ࠶ࡉࡦࠤߟᜬࠍᓽ․ߥ߁ࠃߩ┨೨ߣࠆߺߡߒࠄᾖߦℂ論ࡓࠗ࠳ࡄߩ᎑᧻

ࠍ✢৻ߪߣ学ᵷࠕ࠻ࠬࠝߦ߮ࠄߥ学ᵷࡦࠩࡠߪᣇᴺ論ߩ㧕ࡦ࠰ࡦࡆࡠࡦ࡚ࠫߌ

 ޕߊߡߴㅀࠍߣߎࠆߡߒ↹
 ޕ߁ࠃߒ⚫ࠍ⚂ⷐߩ࡞࠺ࡕࡘࠪ࠻ࠞࠆࠃߦ᎑᧻ߦߓߪߪߢ
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I.ߩࡘࠪ࠻ࠞឭ␜ޟߩߎߚߒᣇᴺߪޠ㧘߫ࠊⶄᢙޟߩ┹ว⊛ߩޠࡓࠗ࠳ࡄሽޟࠍᚑ

ᾫߚߒ⑼学ߩޠᏱᘒߡߒߣ⸵ኈࠆߔ⑼学ผߩᣇޕࠆߢ 
 㧔protectޠ㒐ᓮᏪޟߣ㧔hard core㧕ޠᩭߥၷ࿕ޟㇱಽ㧘ߩߟ㧞ࠍℂ論ߩ㧝ߪࡘࠪ࠻ࠞ 
belt㧕ߦߣಽ⸃ޕࠆߔ೨⠪ߩߎߪℂ論ޟߩℂޠ⊛㗴㧘ߦߤߥࡦ࡚ࠫࠖࡧኻᔕߡߡߒ経

㛎⊛ࠍ࠻ࠬ࠹⸵ኈߦࠇߎޕߥߒኻߡߒᓟ⠪ߪታ⊛ޟ߿࠲࠺ഥ⺑ࠄ߆ߤߥޠ᭴ᚑߐ

ߦ㧘ਇᢿߡߓ߁ߟࠍ࠻ࠬ࠹⊛経㛎ߦ߁ࠃࠆߥߦߩ߽ߥ⊛ታㆡว࡛߇ℂ論ߩߎ㧘ߡߡࠇ

経㛎࡛ߦว⥌ޟޕࠆࠇࠄ߃឵߈⟎ߦߩ߽ࠆߔၷ࿕ߥᩭޟߣޠ㒐ᓮᏪࠆߌ߅ߦࡦࠢ߇ߣޠ

ࠪ࠻ࠞޕ߁ࠈߢ߆ࠄ߈ߪߣߎࠆߡߒኻᔕߦߣޠㅢᏱ⑼学ޟߣޠࡓࠗ࠳ࡄޟ

ℂ論ࠆࠅ߹ߟޕࠆߡ߃ᝒߡߒߣℂ論♽ࠍℂ論ߩߟ㧝ߪࡘ T ⛽ࠍࠕࠦ࠼ࡂߩߘߪ

ᜬޟߟߟߒ㒐ᓮᏪࠍޠขࠅᦧߡߞࠃߦߣߎߊࠁߡ߃ T㧝㧘T㧞㧘̖T㨚㧘̖ߩߘߣߤߥᆫࠍᄌ

ℂ論♽ߡߞ߇ߚߒޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߊࠁߡ߃ T ߣ Tuߩఝഠ߽߹ߚ࿕ቯ⊛ߪߣߩ߽ߥ⠨߃

ߪࡘࠪ࠻ࠞߡߒߦ߁ࠃߩߎޕࠆߥߦߣߎߥࠇࠄ SPR ࠶ࡃࡓⶄᢙᕈ㧘ᄌኈ㧘ࠞߩ

 㧟㧟ޕࠆߔᚑഞߦߣߎߔ␜ࠍน⢻ᕈߩࠢ
 
⸥ߪ᎑᧻ߦ߁ࠃߩಽᨆߒ㧘⛯ୃߡᱜࠍ࡞࠺ࡕ㧡ߩߟⷐὐߡߒߦㅀߪߢޕࠆߴએਅߢ᧻᎑

 ޕ߁ࠃߒ⚫ࠍ࡞࠺ࡕ
 
㧔㧝㧕ฦߩߟ৻ߪࡓࠗ࠳ࡄ⥄Ꮖቢ⚿⊛ߡߞߢࡓ࠹ࠬࠪߥ㧘ઁ ߦ⊛ၮᧄߪߣࡓࠗ࠳ࡄߩ

㧘ℂ論߫߃ߦ㧔ㅒޕࠆߢޠ⊛⚂㕖ޟߪ T ߣ Tu߇ߣቢోߦ⚂⊛ࠄߥࠆߢ㧘T ߣ T
uߪߥߪߢࡓࠗ࠳ࡄߩ㧕㧔㧞㧕ฦߩߘߪࡓࠗ࠳ࡄᩮᐙ⊛․ᓽ㧔ޠࠕࠦ࠼ࡂޟ㧕

Ᏹߩ㧔㧟㧕⑼学ޕࠆߢ߁ߘߪߡ߅ߦઍᤨߩޠෂᯏޟߦߊߣޕߊߡߒᄌኈߟߟߒᜬࠍ

ᘒߪⶄᢙߩ┹ว⊛ߩࡓࠗ࠳ࡄሽ⁁ᘒߡߞߢ㧘ࠝ ߁ࠃߚߒᗐቯ߇࡞࠺ࡕࡦࠢߥࠫ

㧘ߪ㧩⑼学⠪集࿅ޠኾ㐷ኅޟ㧘ߒ߆ߒ㧔㧠㧕ޕߥߪߢᘒ⁁ࠆߔሽ߇ߺߩࡓࠗ࠳ࡄߩ৻නߦ

ฦᤨᦼ߆ࠇߕߩࡓࠗ࠳ࡄ⻉ߩࠄࠇߘߡ߅ߦ㧔㧝ߪߣߟ㒢ߥࠄ㧕ࠍၮᧄ⊛ߒߣߩ߽ߥ

ߦߚᣂߪࡓࠗ࠳ࡄ⊛㧔㧡㧕ᡰ㈩ޕࠆߥߣࡓࠗ࠳ࡄ⊛ᡰ㈩ߩᦼᤨߩߎߪࠇߘޕࠆߣㆬ߮ߡ

♽化ࠃ߽ߡߞߢࡓࠗ࠳ࡄߚߒ↢⺀ࠇߐ㧔ޟ⑼学㕟ޠ㧕ޕ㧟㧠 
 
ࡠߣࠆߺߡߒࠄᾖࠍ学ᵷߩࠇߙࠇߘߡߞ߇ߚߒߦࠇߎ㧘߇ࠆߢߩࠆࠇߐ⺑ߦ߁ࠃߩߎ

ߦߥߪណ↪㧘ⴕὑߩࡓ࠹ㆬᛯ⊛ⴕὑ㧘Ꮧዋᕈࠪࠬߩ㧘ੱߪ学ᵷࠕ࠻ࠬࠝߣ学ᵷࡦࠩ

ࡄߔࠍ㧘ᣇᴺ論⊛ੱਥ⟵㧘㒢⇇ಽᨆ㧘න✢⊛↢↥᭴ㅧ㧘Ꮧዋᕈޠ⊛วℂ⊛⋠ޟ߆ߤ߶

ࡦࠤ㧘߇ࠆߢߩ㧟㧡ࠆ߈ߢಽ㘃ߦᓽ․ߚߞߣ㧘ౝ↢⊛ಽ㈩ℂ論ޠଔᩰޟߩߡߒߣ࠲ࡔ

㧘ࠤࠄߥߗߥޕࠆߢߩߥ߆ߪ߁ߘߪ学ᵷࠫ࠶ࡉ ㆬᛯ⊛ⴕߩੱߪߢ学ᵷࠫ࠶ࡉࡦ

ὑߦ߽ߣߣࠆߢ㧘␠会⊛経済᭴ㅧࠍ⠨߃㧘ߪߤߥ࡞ࡖࠪࡑᏗዋᕈࠪࠬࠍࡓ࠹ណ↪߇ࠆߔ㧘

ߩ₸ഭᲧߣᧄ⾗ߩߢ᧦ઙਅ┹ࠆࠃߦ࠼ࠞ㧘ࠍ↪ណߩࡓ࠹Ꮧዋᕈࠪࠬߪࡦ࠰ࡦࡆࡠ 1
ኻ 1 ኻᔕࠍ㧘㔛ⷐߣଏ⛎ߩଔᩰߩߢࡓ࠭࠾ࠞࡔଔᩰቯߩ㗴ߡ߃߆ࠅߔߦ⼏論ࠆߡߒ

㧘ಽᨆᣇߡߒߘޕࠆߡߒଔ⹏ࠍ経済ߩߡߒߣࡓ࠹ࠬࠪ↥↢ౣ⊛㧟㧢㧘␠会ߌߙࠅߒߡߒߣ

ᴺ߿↢↥᭴ㅧߪߡߟߦ㒢⇇ಽᨆ߽✚㊂ಽᨆ߽ਔᣇណ↪ߢߩ߽ࠆߔ㧘ಽ㈩ℂ論߽ߡ߅ߦ

ℂ論ߣ㒢⇇ℂ論ࠍࠇߙࠇߘߩ⼏論ޕࠆߢߩࠆߡߒ 
㧘ࠤߦࠄߐ  ℂߡߞࠃߦሽߩࠡࡠࠝ࠺ࠗࠆߥߣࠅࠊ߆ߩ႐วੱ㑆ᧄ⢻ߩ学ᵷࠫ࠶ࡉࡦ

論ࡓࠗ࠳ࡄࠍℂ論ޟߩၷ࿕ߥᩭޟ߿ޠ㒐ᓮᏪߦޠಽ㘃߇ߣߎࠆߔ࿎㔍ߩߘޕࠆߢߩߥᗧ

ࠫ࠶ࡉࡦࠤߢ学ᵷߩઁߪ㧞ᵷߴࠄߊߦಽᨆ߇࡞࠷ᄙ᭽ޕࠆߢߩߥG.࡞࠳࡞ࡘࡒ

 ޕࠆߡߒଔ⹏ߣࠆߢߺᒝߟ߽߇学ᵷߩߎࠍᓽ․ߥ߁ࠃߩߎߩ学ᵷࠫ࠶ࡉࡦࠤߪ
 
ߩߎޕߚߞߢ⊛㧘᛬ⴲࠅߢ⊛ߦᏱߡ߅ߦㆬᛯߩၮᧄ⊛ᔨߩߘߪ経済学ࠬࠡࠗ

߇ഃᕈ⁛ࠅ߹ߦ߁ࠃࠆࠇࠄߦ࠷ࠗ࠼ߡߟߦේೣ㗴ޕߚߞߢḮᴰߩᒝߩߘߪߣߎ

ᄙߣࠆ߉ߔ㧘৻⥸ߦ⎇ⓥߩᅹޕࠗࠆߥߦߍ ߢᏱ⼂⊛ᘒᐲߩߎߪᣇᴺߥ⇣․ߩ᛬ⴲᵷ⊛ࠬࠡ

߁ࠃߥࠇߒ߽߆ࠆߔಽⵚ߇ၮ␆᭴ㅧߩ㧘⼏論進ࠍಽᨆߡߞ߆ߦේೣ㗴ߥ࿎㔍ޕࠆ
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߁߹ߒߡߒ㓝ߺ൮ߡߴࠄߥࠍ⪲⸒㧘ࠍ㗴ߩࠄࠇߎߪࠄ㧘ᓐߦࠅࠊ߆ࠆࠇߒߣ߅ߦ⋠⠀ߥ

⊛ᒻ⠰学ߥ⊛⛔વࠍࠄࠇߘ߽߆ߒ㧘ߒ⒖ߦ㗴ߩ⋠⚦ࠍಽᨆߪࠄ㧘ᓐࠄ߆ࠇߘޕࠆߢߩ

᭴ᚑߦㆡวޕࠆߢߩࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߖߐ㧟㧣 
 
㧘ࠤ߇ࠆߪߢߩ߽ߔߐࠍ経済学ోࠬࠡࠗߊࠈ߭ߪ⸂ℂߩ࡞࠳࡞ࡘࡒ 学ᵷࠫ࠶ࡉࡦ

 ޕ߁ࠃ߃ߣࠆߡߒ⺑ߊ߹߁߽ࠍᓽ․ߩ
 
 ߦࠅࠊ߅
ࡆࡠ㧘߇ߚ߈ߡߒ⸛ᬌߡߓ߁ߟࠍᣇᴺ論ߩࡦ࠰ࡦࡆࡠࠍᓽ․ߩ学ᵷࠫ࠶ࡉࡦࠤߢ߹ࠇߎ 

ߢߣߎࠆߺߡߒ⸛ᬌࠍᔨߩߊᄙߊߴࠆߥ㧘߽ࠄ߇ߥᴪߦ⼆♽ߩ経済学ࠬࠡࠗߪࡦ࠰ࡦ

経済学ߩน⢻ᕈޕࠆࠇࠊ߽߅ߦ߁ࠃߚߡߒ⚝ᮨࠍ 
ߣߚߒߦญߊࠃߣ㧟㧤ޠޕࠆߢ㗴ߩࠢ࠶࠾ࠢ࠹߽ࠅࠃߪߣ経済学ޟ㧘ߪࡦ࠰ࡦࡆࡠ

ߦᩮᐩߩ経済学ߩᓐᅚޕࠆߡࠇߣὼ⥄߇ᖱᾲࠆߔኻߦ経済学ߩ㧘ᓐᅚߪߦ⪲⸒ߩߎޕ߁

ߘޕࠆߢߩࠆߡߞࠊធ㑐⋤ߣޠᣇߺ⚵ࠅขߩ㧩㗴߳ࠢ࠶࠾ࠢ࠹ޟ㧘ߪࡦ࡚ࠫࠖࡧࠆ

 ޕ߆ߦ⊛ౕߪߣࠢ࠶࠾ࠢ࠹ߩߎ㧘ߪߢࠇ
ࠬࠍⓥ↢ᵴ⎇ߡ߃⠨ߣ߈大߇ᓎഀߔߚᨐߦ⊛ℂ論߽ࠅࠃᱧผ学ߪ㧘経済学ߪࡦ࠰ࡦࡆࡠ

ޕߚߖߐߌฃ߈ᒁࠍછോߥ߈大߁ߣℂ論⊛ᓎഀߩ㧘␠会ಽᨆߦ経済学ߪᓐᅚޕߚߖߐ࠻࠲

ޕߚߞߢⓥ⺖㗴⎇ߥᔅⷐਇนᰳߦߚࠆߔ⸂ࠍ╬ਇᐔߣ㧘⽺࿎ߡߒߣㅊ᳞⠪ߩታ⌀ߪࠇߘ

ഭ⠪1ੱߩࠅߚ↥㊂ߩჇട㧘ഭ⠪1ੱߩࠅߚ⾗ᧄߩჇട㧘࿖ࠆߥ⇣ߦߣߏ↥㊂

ࠆ߈ߢឭଏࠍ╷ߥ⋊ߦޠ࿖ޟߩߡߴߔ㧘ߪ㧘経済ℂ論߫ࠄߥࠆߔ⺑ߊ߹߁ࠍ₸Ⴧടߩ

ࠢ࠹ޟ㧘ߪᚑ㐳ℂ論ߩࡦࠕࠫࡦࠗࠤ࠻ࠬࡐߚߒਥᒛ߇ࡦ࠰ࡦࡆࡠ㧘ߡߞ߇ߚߒޕߚ߃⠨ߣ

 ޕߚߞߢ経済ℂ論ߔᜰ⋠ߩᓐᅚߚߒ㊀ⷞࠍޠࠢ࠶࠾
 ᓐᅚߩᆫ߫ࠄߥࠆ߃ࠄߣߦ߁ࠃߩߎࠍ㧘ࠢ࠶࠾ࠢ࠹ޟ㧩㗴߳ߩขߺ⚵ࠅᣇߪߣޠ㧘߭

ᤋߦ㑐ᢙ↥↢ߪᛛⴚ進ᱠߦ⥸৻ޕࠆ߃ߣࠆߢࠎࠍᗧว߁ߣޠᛛⴚ進ᱠޟߟߣ

ਛ┙⊛㧕㧘ࡠ࠰ਛ┙⊛㧕㧘ԙ⾗ᧄ▵⚂⊛ᛛⴚ進ᱠ㧔࠼࠶ࡠࡂ㧘Ԙഭ▵⚂⊛ᛛⴚ進ᱠ㧔ࠇߐ

Ԛࠬࠢ࠶ࡅਛ┙⊛㧘ߦಽޕࠆࠇࠄߌᓐᅚߪ㧘ԘԙԚߩ↢↥㑐ᢙߢ㧘K㧔⾗ᧄ)ࠍᄌᢙߊ߅ߦ

ࠇߐߢ㧘Y=F(Cw㧘L)ߪ㑐ᢙ↥↢ߩࡦ࠰ࡦࡆࡠ㧘ߡߞ߇ߚߒޕߚߞߢߩߚߒኻߦߣߎ

ߣᛩߦߕࠇࠍ㧘⾗ᧄᔨߢߣߎࠆߔߦ߁ࠃߩߎޕᧄଔ୯㧕⾗ߩ␜㧘㧔Cw㧦ഭᤨ㑆ࠆ

↥ࠍዉߦ⥸৻ߪࠇߎޕࠆ߈ߢ߇ߣߎߊ㧘ᛛⴚ進ᱠ㑐ᢙߣ߫ޕࠆࠇ 
ߢᓎഀߩฦ論ࠆߌ߅ߦ経済学ߩࡦ࠰ࡦࡆࡠ㧘ߣ⼂㗴ᗧ߁ߣޠࠢ࠶࠾ࠢ࠹ޟߥ߁ࠃߩߎ 

ࠢ࠹㧘߇ߥߎߡߞߥߦ⏕߆ߥ߆ߥߪ╭ߛࠎᱠߩ㧘ᓐᅚߣࠆ߃ࠄߣߢหࠍᣇᴺ論ࠆ

ࠍᶦ↢ߊߡ進ࠍⓥ⎇ߣ߳ޢᧄ⫾Ⓧ論⾗ޡ߇㧘ᓐᅚߣࠆ߃ࠄߣߣޠᛛⴚ進ᱠޟࠍޠࠢ࠶࠾

ㅢߚߒ⽾৻ߡߓାᔨࠍផ᷹ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ 
 એ㧘ᧄⓂࠅߚߦࠆ߃⚳ࠍᣇᴺ論ߩవⴕ⎇ⓥޟࠆࠃߦ࠴ࡦࠨߚߡࠇࠊࠄߦ↢ᶦࠍ

ㅢߚߒ⽾৻ߡߒ経済学ߩ⠨߃ᣇߩޠሽߦ㑐ࡦࠨ߇ࡦ࠰ࡦࡆࡠޕߚߺߡࠇ߰ߒߎߔߡߒ

ߪࠍ経済学߇ᓐᅚߪḮߩߘ㧘߫ࠇߔߣߚߡߌ⛯ߜᜬߦᣇᴺ論ࠍᕈ⽾৻ߥ߁ࠃࠆߔ៰ᜰߩ࠴

ࠆߡߒᓇ㗀ߊ߈大߇ޠ⸂ߩ╬ਇᐔߣ࿎⽺ޟࠆߢ⊛⋠⊛学ߚߌ⛯ߜᜬࠄ߆ᒰೋߚߓ

ߦޠࡓ࠭࠽࡚ࠪ࠽ޟࠆߢንߩ࿖ߩߒߊߚࠊ߇経済学ߡߞߣߦࡦ࠰ࡦࡆࡠޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣ

ᩮߪߩߚߞߢߩ߽ߚߒߑ㧘ߪޠࡓ࠭࠽࡚ࠪ࠽ޟᓼᗵ߇ੱࠄ߆大ࠇߐ集࿅߳ߣㆡ↪

ߩੱࠄ߆㧘集࿅ߣߊߡߞߤߚࠍㅒߪࠇߎޕࠆߢࠄ߆ࠆߢᔨࠆߊߡߓ↢߈ߣߚࠇߐ

㗴߳ߣㆶరߢߩࠆߢߩ߽ࠆ߈ߢ㧘ࠫ ࿎⽺ޟࠆߢࡑ࠹ߩ経済学ߩࡦ࠰ࡦࡆࡠࡦ࡚

ߒឭࠍ⸂߁ߣ߆ߥߪߢߩࠆࠇࠄߣ߽ߦᓼⷰߪญ♻ߊߣࠍޠ⸂ߩ⸂ߩ╬ਇᐔߣ

 ޕߚ߈߅ߡ
 
 ᶦ↢ߩࡦ࠰ࡦࡆࡠ㨯ࡦ࡚ࠫ ޤઃ㍳ޣ
 ↢ᶦޟ⽺࿎ޟߣޠਇᐔ╬ߩ߳ޠ㑐ᔃࠍᜬߚߌ⛯ߜ㧘ߩࡦ࠰ࡦࡆࡠવ⸥ࠍᝄޕࠆ߃߆ࠅ 
↢ߦࡃࡦࡖᎺࠠࠨ㧘࠼ࡦࠣࡦࠗߦ㧘1903年10月31日ߪࡦ࠰ࡦࡆࡠࡦ࡚ࠫ

࠾࠺ࠢ࠶࠺ࡈࡦ࡚ࠫߚൕࠍ学ᢎߩ大学ࡦ࠼ࡦࡠ㧘ߪᦥῳߩᓐᅚޕߚࠇ߹
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ㆇേߩ⟵ᢎ␠会ਥ࠻ࠬࠠߪᓐޕࠆߢJohn Frederick Denison Mauriceࠬࡕࡦ࠰

ޕࠗࠆߢ‛ੱߚߞࠊ㑐ߦ ߒኻߦ㧘ߪᓐߚߞߢሽ⊛ߌಽ⨲ߩㆇേߩߎࠆߌ߅ߦࠬࠡ

ㅒࠍડࠆߡ⠪ߥ߁ࠃ߁ߣශ⽎ࠍ࿐ߦᛴࠤߦߚߚߖ߆㧘 ߢᩞ࠭ࠣࡦ大学ࠠࠫ࠶ࡉࡦ

ᵷߦࡄ࠶ࡠ㧘第৻ᰴ⇇大ᚢਛ࡛ߪῳߩࡦ࠰ࡦࡆࡠޕߚߞᄬࠍ⡯ߩߢ大学ࡦ࠼ࡦࡠߣ⡯ߩ

㆜ࠬࠡࠗߚࠇߐァߩෳ⻎㐳ቭ㧘ࠬࡕࠢ࠶࠺ࡈァSir Frederick Mauriceߢ

ᚢ߇㧘ᐭ߇ァߩߎߪࠇߘ㧘߇ࠆࠇߐ⟓ࠄ߆࡚ࠫࠫ࠼ࠗࡠߢઙࠬࡕߪᓐޕࠆ

ᴫߩታࠍߦߣߎߥߒኻࠆߔ᛫⼏ࠍⴕߦ߁ࠃߩߎޕߚߞߢߚߚߞ⌀ታߩ೨ߦᏱߦ

ᐔࠍ߁ኅ♽ߩਛߢ㧘ᓐᅚߪ㧡ੱߩఱᒉ㆐ߦ߽ߣߣ⢒ޕߚߞᓐᅚߩߎߪⴊ╭ߦ☴⚐ࠍฃߌ

 Vivianࡘࠪ࡞ࠜ࠙ࡦࠕࡆࡆ߿Harvey Gramࡓࠣࠗࡌࡂ㧘ߢ߁ࠃߚߞߢᨩੱߛ⛮
Walsh߿ޘੱࠆࠇߐ⒓ߣࡦࠕ࠾࠰ࡦࡆࡠߚߞߣ㧘⾗ᧄ論ߚߍࠈ߭ࠅߊࠍ㑆ᨩࡐࠆߢ

 .Richard Mࡦࠖ࠙࠼ࠧM࠼ࡖ࠴↢㧘㐷ਅ߿Paul A. Samuelsonࡦ࠰࡞ࠛࡘࡒࠨ࡞
Goodwin㧘ࠄ߆ࠇߘIG࡞࠹ࡄI. G. Patelߩࠄ回ᗐߪߢ㧘ޟߩߎㅧߩⴊߩޠ᳇⾰߇㞲

ߺߣㅊ᳞⠪ߩታ⌀ߥ⊛ᖱᾲࠍࡦ࠰ࡦࡆࡠࡦ㧘࡚ࠫߪޘੱߩࠄࠇߎޕ1ࠆߡࠇߐᙘ⸤ߦ

 ޕࠆߡ
1922年ᓐᅚࠫ࠶ࡉࡦࠤߪ大学ࠟߦᩞࡦ࠻進ߺ㧘࡞ࡐ࠻ࡦߩࡦ࠼ࡦࡠᅚ学ᩞᤨઍ

⸂ߩߡߟߦ㗴ߩ࿎⽺ߣᄬᬺߪᓐᅚޕ1ߚߒォะߦ経済学ࠄ߆ⓥ⎇ߩᱧผߚߞߢኾߩ

ߣߩ߽ࠆ᳞ߩᓐᅚߪ⟵⻠ߩߢࠫ࠶ࡉࡦࠤߩ㧘ᒰᤨ߇ࠈߎߣޕߚߒᔒࠍ㧘経済学᳞ࠍ╵

ߥߣߣߎࠆߓᗵࠍᐲᏅ᷷ޘ年ߦ㑆ߩ㘑ᩞߩࠫ࠶ࡉࡦࠤߣᔒߩࠄ⥄ߪ㧘ᓐᅚࠅ߅ߡߞߥ⇣ߪ

ߖࠍㆬᛯࠆᱷߦ大学߽ࠄ߇ߥߒวᩰߦ㧕ࠬࡐࠗ࠻ᨐ㧘ఝ╬තᬺ⹜㛎㧔⚿ߩߘޕߚߞߡߞ

ࡎ㧩ࡦࡄ࠶࠲࡚ࠫࡑߩ㧘ᜰዉᢎቭ߫ࠇࠃߦ⺑৻ޕߚߒතᬺࠍ㧘1925年大学ߕ

ࡦࠤޕ1ࠆߢ߁ࠃߚߞ߆ߥࠇኈ⋦ߊߚߞ߹ߪࡦ࠰ࡦࡆࡠߣMarjorie Tappan-Holland࠼ࡦ

 ޕߚߞߢߩ߽߈ߴ߱ߣޠᄬᦸߥ߈大ޟߢ↢ੱߩ㧘ᓐᅚߪઙߩߎ߁ߣතᬺࠫ࠶ࡉ
1926年ࠫ࠶ࠞࠖ࠹ࠬࠢࠬࡄࠦߦCorpus Christi CollegeࡠࠚࡈߩFellowߢ

ߩᓟ2年㑆ᄦߩߘޕߚߒᇕ⚿ߣAustin Robinsonࡦ࠰ࡦࡆࡠࡦࠖ࠹ࠬࠝߩ6ᱦ年ߚߞ

છߦ߳࠼ࡦࠗหⴕޕࠗߚߒ 㧘ࠫߪ2年㑆ߩߢ࠼ࡦ 㧘߃ਈࠍᗵ㌏ᷓߦࡦ࠰ࡦࡆࡠ㨯ࡦ࡚

㧘ࠗߪߢ⺑৻ޕࠆߡߒᱷࠍᓇ㗀ᒝߦᶦ↢ߩᓐᅚߪߣߎߩߘ 㧘ᓐᅚߦᓟߚߒᏫ࿖ߦࠬࠡ

ࠗࠍᦼ㑆ߚߞ߹ߩߜ߁ߩ1年ߪࡦ࠰ࡦࡆࡠޕߚߒᗲߦ߁ࠃߓหߣᲣ࿖ࠍਛ࿖ߣ࠼ࡦࠗߪ

 ޕ1ࠆߢ߁ࠃߚߡߞㅍࠍᵴ↢ߚߞߣߔિ߫ࠍ⿷ਛ࿖߳ߪᢙ回ߦ年ߚ߹㧘ߒߏㆊߢፉࡦࡠ
1928年㧘ࠝࠫ࠶ࡉࡦࠤ߇ࡦࠖ࠹ࠬ大学᳗ߦਭ⊛ߥ⻠Ꮷ⾗ᩰࠍᓧࠅࠃߦߣߎߚ㧘ᄦᆄ

ࠤ߮ౣߪᓐᅚߦ1930年ޕߚ߇ᆷߩ2ੱߪߦ㑆ߩ㧘2ੱᤨߩߎޕࠆᚯߦ大学ࠫ࠶ࡉࡦࠤߢ

㧘ࠤߪߩߚߞߥߣߌ߆ߞ߈ߩߘޕߚߞᚯߦ大学ࠫ࠶ࡉࡦ ޕߚߞߢᄌ化ߩⅣႺߩࠫ࠶ࡉࡦ

1926年ߩFࠬࡢࠫ࠶ࠛFrancis Edgeworthߩᱫࠅࠃߦ㧘ࠫࠢ࠶ࡒࡁࠦࠛޡ߇࠭ࡦࠗࠤ

㧘ࠤߡߞߥߦ集㐳✬ߩ৻໑ߩޢ࡞࠽ࡖ ৻ߩᡷ㕟ޕࠆߢߩߚߒᚻ⌕ߦᡷ㕟ߩࠫ࠶ࡉࡦ

Ⅳߢ㧘ߩ࠭ࡦࠗࠤ⡜ߪࠔࡈ࠶ࠬࡠࠛࡇࠅࠃߦ㧘1926年ࠫ࠶ࡉࡦࠤࠄ߆ࠕ࠲ࠗߦ

߳ޕߚߒᓐࠫ࠶ࡉࡦࠤߪ大学ߚߞߢ࡞ࡉࠗࡃߩ㧘ޡߩ࡞ࡖࠪࡑ経済学ේℂޢ

Prinsiples of Economicsߩᛕ್ࠍᆎ1930ߪ࠭ࡦࠗࠤޕࠆ年㧘ޡ⽻ᐊ論ޢA Treatise on 
Moneyߪ࠭ࡦࠗࠤޕߔ⪺ࠍ㧘ࠗࠫࡓࠢࡦࡈFrank Ramsey߿㧘ࠖࡧࡅ࠶ࠖࡧ࠻࡞

ߩᡷ㕟ߥࠢ࠶ࡒ࠺ࠞࠕߥ߁ࠃߩߎޕߚߒ⡜߽ࠄLudwig Wittgensteinࡦࠗ࠲ࡘࠪࡦࠥ࠻࠶

ਛߢ㧘ᓐᅚ1931ߪ年㧘ഥ⻠ᏧFaculty Assistant Lecturerߦዞછޕࠆߔ 
1932年ߦೋߩ論ᢥޟࠆߢਇቢో┹ߣㅛ㒠⊛ଏ⛎ଔᩰޠImperfect competition and 

Falling Supply Price,1ߦ߮ࠄߥዊౠሶޡ経済学ߪ⡛ߥ学ޢࠆߢEconomics is a 
Serious Subjectߡߒߘޕߔ⪺ࠍ㧘1933年ߦೋߩ⪺ᦠޡਇቢో┹ߩ経済学ޢThe Economics 
of Imperfect Competition ᤨߩߎޕߔ⪺ࠍᦼ㧘࠭ࡦࠗࠤ㨯ߩࠬࠞࠨ৻ຬࡈ࠶ࠬߡߒߣ

߈㐿⧎ߦޘᰴߪᵴേߥ⊛ജ♖ߩ㧘ᓐᅚߡߓㅢࠍ論⼏ߩߣࡦࠖ࠹ࠬࠝ߿࠼ࡒ߿ࡦࠞ߿ࠔ

ታޕߚߞߢࠎ⚿ࠍ 
1937年㧘ߪࡦ࠰ࡦࡆࡠ⻠ᏧUniversity Lecturerߦዞછ1949ޕࠆߔ年㧘ḰᢎReaderߦዞ

છޕࠆߔ 
1956年㧘ਥ⪺ޡ⾗ᧄ⫾Ⓧ論ޢthe Accumulation of Capitalޕߔ⪺ࠍห年㧘ߪߢࠞࡔࠕ
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ࡔࠕ㧘ߡߓㅢࠍჽ年ᦼߪࡦ࠰ࡦࡆࡠᓟ㧘ߩߎޕߚߒ⊑ࠍᣂฎౖᵷᚑ㐳論߇ࡦࡢࠬߣࡠ࠰

ࠍMITߪ㧘ᓐᅚߪߢ⸰ࠞࡔࠕߩ1961年ޕࠆߍᐢࠅ➅ࠍᧄ論⾗ߣࡦࠕࠫࡦࠗࠤࠞ
ߞ߹ߪਥᒛߩ㧘ᓐᅚ߇1ࠆߺ⹜ࠍ論⸛ߡߟߦ㑐ᢙ↥↢ߣ╬ࡦ࠰࡞ࠛࡘࡒࠨߢߎߘޕࠆࠇ⸰

㧘ࠤ߇╬ࡦ࠰࡞ࠛࡘࡒࠨߪࠇߘޕߚߞ߆ߥࠇߐߦᚻ⋦ߊߚ ߢIS-LMಽᨆࠍ⾰ᧄߩℂ論࠭ࡦࠗ

 ޕߚߞߛࠄ߆ߚߡߒ⸂ℂߣࠆߢ㑆ᔨᤨߪࡦ࠰ࡦࡆࡠ㧘ߒኻߦߩߚߡߓାߣࠆ
1962年㧘ࠫ࠶ࡉࡦࠤ大学ࡠࠚࡈߩᩞࡓ࠽ࡘ࠾Newnan College Fellowߦዞછޕࠆߔ 
1965年㧘ᄦࠝߩࡦࠖ࠹ࠬㅌ⡯ᓟߩᢎ⡯ࠍᒁ߁ߣߋ⛮߈ᒻߢ㧘Უᩞࠫ࠶ࡉࡦࠤ大

学ࠟᩞࡦ࠻ᢎProfessorߦዞછޕࠆߔ 
1971年㧘ࠫ࠶ࡉࡦࠤ大学ᢎࠍㅌ⡯㧘ฬᢎภࠍਈޕࠆࠇߐ 
1972年㧘ࠞࡔࠕ経済学会ߩ✚会ߦᣈޟߡ経済学ߩ第2ߩෂᯏߩߡߟߦޠ⻠Ṷޕࠆߔࠍ

ᓐᅚ11ߡߞࠃߦࠇߎߪ年೨ߩMITࠍࠫࡔࠗߩߢᛄߒߣ⪬㧘⏕ߥ߆㗴ᗧ⼂ߣ㍈経済

ಽᨆޕߚߞߥߣߣߎࠆࠇߐ⾥⒓ࠍએᓟ㧘ᓟᦼߩࡦ࠰ࡦࡆࡠᗧ᰼⊛ߩ┵⇣ߥ経済学⠪ߩߡߒߣ

ᵴേޕߊ⛯ߪ 
1979年ࠤ㧘 㧘ߪଔ⹏ߩߎޕࠆߥߣᢎKing’s College Professorߩᩞ࠭ࠣࡦ大学ࠠࠫ࠶ࡉࡦ

ߡߟߦ㧘∛ᐥߪࡦ࠰ࡦࡆࡠޕߚߞߢᩕߩߡᆎߡߒߣᅚᕈߡ߅ߦࠫ࠶ࠞ࠭ࠣࡦࠠ

㧘ߢࠫ࠶ࡉࡦࠤ㧘1983年8月5日ߒዷ㐿ߦ⊛ᗧ᰼ࠍᵴേߩߘߢ߹೨⋤ߩᢙ年㑆߽ᱫߩࠄ߆

79年ߩ↢ᶦࠍ㐽ޕߚߓᓐᅚߪන⪺㧘⪺ࠍㅢߡߓ㧘443ὐߩ ‛ޕߚߒ⪺ࠍ 
                                                  
㧝 ߪߡߟߦࠇߎ㧘᧻᎑ᢕ⨃ޡઍ経済学ผ 1870㨪1970̆┹ว⊛ߩࡓࠗ࠳ࡄዷ㐿̆1996ޢ
年ࠍෳᾖޕߣߎߩ 
㧞 経済学ߡ߅ߦ経済ື学ߪߣㅢ⒓ߢ↪߇ࠆߢ⺆↪ࠆࠇߐ㧘回࡚ࠫ࠰ࡦࡆࡠࡦ

 ޕࠆߔߦߣߎࠆߔ↪ࠍ⪲⸒ߩߎߪႎ๔⠪ߡ߃ߢࠆߔ⸛ᬌࠍᣇᴺ論ߩࡦ
㧟 ೨ឝᦠ㧘第 1  ޕߣߎߩෳᾖࠍ┨
㧠 ೨ឝᦠ㧘第 8 ┨ 240  ޕࠆߡࠇߐㅀ⸤ߦ߁ࠃߩએਅߢࠫࡍ
㧘ࠤ࠻ࡄߢ┨⻉ߩߢ߹ࠇߎߩᧄᦠߪ⑳ ࠍ経済ੱߥ⊛⟵วℂਥ⚐߇ࠄࠢࠛࠗࡂ㧘࠭ࡦࠗ

ᜰ៰ߒ㧘ࠍࠇߘᛕ್ࠍߣߎߚ߈ߡߒ⚫ࠨ߇ߚ߈ߡߒ㧘 ߐߒᱜߩ⼂ߩࠄᓐߪߩࡦࡕࠗ

経済߇㧕ޠℂ⸃⊛ᣇᴺޟ㧘ᣇᴺ論⊛ੱਥ⟵㧔ߦหᤨߣޕߚߞߢߩ߽ޠࠆߔ⸽ታޟ߫ࠊࠍ

学⊛⼂ߡ߅ߦ৻ቯߩᗧ⟵߫ࠇߔߣࠆ߁ߜ߽ࠍ㧘߇ࠇߘ߈ߴࠆวℂᕈᔨࠆߪ⒳ߩ

 ޕࠆࠇࠊᕁߦ߁ࠃࠆߡߒໂ␜ࠍߣߎߥ߃ࠅߪߢએᄖޠวℂᕈߚࠇߐ㒢ޟ
㧡 ೨ឝᦠ㧘第㧝┨ 23  ޕࠆߡߒ⸤ߣ㧔introspection㧕ޠౝⷰޟߪ᎑᧻ߢࠫࡍ
㧢 ೨ឝᦠ㧘第㧝┨ 25  ޕࠆߡࠇߐㅀ⸤ߦ߁ࠃߩએਅߢࠫࡍ
㘻น⢻᰼ޟࠍޠะߥ⊛ၮᧄߩߎࠆࠇࠄ⍮ߊࠃࠆߔ㑐ߦ㑆ᕈੱޟߪ࡞ࡖࠪࡑ 㧔᳞satiable 
wants㧕ߩᴺೣߪߒߥല↪ㅛᷫߩᴺೣޠ㧔1920, p.93㧕ޕࠆߢࠎࠃߣ 
経済ᵴേ߽ߒ߽ޟޕࠆߡߌߠ␆ၮࠍᴺೣߩߎࠄ߆論ࠆߥ⇣ߊߚߞ߹ߪߣࠄᓐߪࠟࡦࡔ

ߚߒប㒰ࠍㇱಽ㊂ߩߘ߫ࠇ߃߆㧘߫ࠇߔߣߥ߈ߢᡰ㈩ࠍㇱಽ㊂ߩߘߩ⽷߇ਥ߁ⴕࠍ

✚ᡰ㈩น⢻ᢙ㊂߆ߒߦߌߛᓐߩജ߇߫߫ࠇߔߣߚߞ߆ߥ㧘ߩߤ᰼ᦸḩ⿷߇ⴕࠆߥߊߥࠇࠊ

⽷ߩ㊂ߚࠇߐᱷߦ㧘ᓐ߽‛ੱߩߤ߁ⴕࠍ㧘経済ᵴേߪߦ႐วߚߒ߁ߎ̖̖[ࠆߔ⥄ߣ]㧘߆

ḩࠍ᰼ᦸߥ㊀ⷐࠅࠃߩࠄ⥄ߊ߆ߦߣ㧘ߡߒߦߒࠊ߹ߣࠍ᰼ᦸߥߢ㊀ⷐࠅ߹㧘ߡߞ߽ߢ

 㧔1982, p.187㧕ޠ߁ࠈߛࠆߖߐ⿷
㧣 ೨ឝᦠߪ᎑᧻ߢ㧘ޟߩࡘࠪ࠻ࠞ⑼学⊛⎇ⓥ⸘↹ߩᣇᴺୃࠍ࡞࠺ࡕߩޠᱜࠍ࡞࠺ࡕߚߒ

ណ↪ޕࠆߡߒႎ๔⠪ߪ回᧻᎑ࡓࠗ࠳ࡄࠍ࡞࠺ࡕߩℂ論ߣ߱ޕ 
㧤 ߩߘࠅᚲߪએਅߩ⪺ᦠޕࠆߔߦߣߎߊ߅ߦ 
Economic Philosophy, Watts and Co,1962: ችፒ⟵৻ޡ経済学ߩ⠨߃ᣇޢጤᵄ1966ޔ 年 
㧥 G. C. Harcourt, “Joan Robinson’s Early Views on Method” History of Political 
Economy, vol. 22, 1990, pp. 544-554 
㧝㧜 Joan Robinson, Economics is a Serious Subject, The apologia of an Economist to the 
Mathematician, Scientist and the Plain Man,㧔Cambridge, Heffer, 1932㧕 
ሽ߇࠻ࡊࠢࠬࡘ࠾ࡑߦ࿑ᦠ㙚ࠫ࠶ࠞ࠭ࠣࡦࠠߩࠫ࠶ࡉࡦࠤߪ࠻࠶ࡈࡦࡄߩߎ
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ߍ߆߅ߩࠔࡈ࠶ࠬࡠࠛࡇߚߒࠄߚ߽ࠍࡓ࠭ࡒࠪࡍߦࠫ࠶ࡉࡦࠤߪߦࠇߘޕࠆߡߒ

ߢ Economics is a Serious Subject ߦ経済学ߩࡦ࠰ࡦࡆࡠޕࠆߡࠇ߆ᦠߣߚߞ߇߈ߢߪ

ኻᷓࠆߔೞߪߐ㧘ᓐᅚߩ㜞ᩞᤨઍߩ⚐☴ᢙ学ߩᢎᏧߩ࠭ࡦࠗࠤߢੱ࠾ࠬࠢ࠶ࡑߚߞߢ

 ޕࠆߡߴㅀߪ࠻ࠦࡂߣࠆ߇ᓇ㗀ߩࡦࡑࡘ
㧝㧝 Andorea Salanti, “Joan Robinson’s Changing views on Method ” The Economics of 
Joan Robinson. Studies in the History of Economics, (London and New York: Routledge, 
1996), pp. 285－299.  
ߪ第㧝ᦼޕࠆߔಽߦᦼᤨߩߟ㧟ߊ߈大ࠍᣇᴺ論ߩࡦ࠰ࡦࡆࡠ㧘ߪ࠴ࡦࠨ 1932 年ߦ⊒

Economics Is a Serious Subject㧘第ޢࠆߢ学ߥ⡛ߪ経済学ޡ࠻࠶ࡈࡦࡄߚࠇߐ 2
ᦼߪ 1962 年ߦ⊒ޡߚࠇߐ経済学ߩ⠨߃ᣇޢEssay of Economics and Philosophy 㧘第ߢ

3 ᦼߪ 1979 年ߦ⊒ޡߚࠇߐ⠨ߩߡߟߦߣߎࠆ߃ᬌ⸛ޢThinking about thinking ߢ

 ޕࠆ
㧝㧞 Economic Philosophy, Watts and Co,1962: ችፒ⟵৻ޡ経済学ߩ⠨߃ᣇޢጤᵄ1966ޔ
年 
㧝㧟Economic Philosophy, Watts and Co,1962: ችፒ⟵৻ޡ経済学ߩ⠨߃ᣇޢጤᵄ1966ޔ 年

40  ࠫࡍ
㧝㧠 Economic Philosophy, Watts and Co,1962: ችፒ⟵৻ޡ経済学ߩ⠨߃ᣇޢጤᵄ1966ޔ
年㧠ࠫࡍ 
㧝㧡 Economic Philosophy, Watts and Co,1962: ችፒ⟵৻ޡ経済学ߩ⠨߃ᣇޢጤᵄ1966ޔ
年 5  ࠫࡍ
㧝㧢 Economic Philosophy, Watts and Co,1962: ችፒ⟵৻ޡ経済学ߩ⠨߃ᣇޢጤᵄ1966ޔ
年㧡ࠫࡍ 
㧝㧣 Economic Philosophy, Watts and Co,1962: ችፒ⟵৻ޡ経済学ߩ⠨߃ᣇޢጤᵄ1966ޔ
年㧢ࠫࡍ 
㧝㧤Economic Philosophy, Watts and Co,1962: ችፒ⟵৻ޡ経済学ߩ⠨߃ᣇޢጤᵄ1966ޔ 年

13  ޕෳᾖࠫࡍ
ߩએਅߪࡦ࠰ࡦࡆࡠ   3  ޕࠆߡߍࠍ↪ߩߟ
Ԙ ᓼߦࠅࠊ߆ߩᏆᔃߣߎࠆ߃ߚߞ߁ߦ 
ԙ ߩ೨߳ੱ㑆ߩᕯߣߎߔߛߌࠄߐࠍ 
Ԛ ᘏᖤᔃߦജࠍ⊛⋠ߣਈߣߎࠆ߃ 
㧝㧥 ޡઍ経済学ޢ第Σㇱෳᾖޕ 
㧞㧜 Gunnar Myrdal, An International Economy, p. 337 
㧞㧝 ႎ๔⠪ߪߢߎߎߪ経済学ࠍ␠会⑼学߁ߣࠆ߃ࠄߣߣᗧߢ㧘⑼学⊛㗴ࠍ↪ߡߒ

 ޕߚߒᵈᗧߦὐߥߪߢ学⊛㗴⑼ߩࡄ࠶ࡐޕࠆ
㧞㧞 ޡ経済学ߩᧄ⾰ߣᗧ⟵ޢ第㧠┨ෳᾖޕ 
㧞㧟 ޡઍ経済学ޢ第㧝┨ෳᾖޕ 
㧞㧠 J. Steuart, An Inquiry into the Principles of Political Economy, Oliver and Boyd, 
1966, p. 387 
ߚࠍ♳߽ߦޘੱߚߞߥߒෳടߦᎿޕࠃ߇߁߶ࠆߢߩ߽ߥ↪ࠄ߆ߡߒቢᚑߪᎿޟ

ⴕ߇ࠇߘ㧘ߪ㧘Ꮏߕࠊࠍ߆ุ߆↪ߡߞߥߦߣ㧘ߒ߆ߒޕࠆߢࠄ߆ࠆߥߣᨐ⚿ࠆ߃

ߪߦߚࠆ㘼ࠍᢎ会ޕࠆߡߞ┙ߦᓎߕᔅߪߦᤨࠆߡࠇࠊߥ 1000 ࠊߣࠍ༑ᝥߩ࠼ࡦࡐ

㧘࠙ߪߊᄙ߽ޘੱߥ ߘߛ㧝ᢥ߽ߪߦ⸳ᑪߩࠜ᷼ࡈࡘࠪࡠߪࠆᯅ࠲ࠬࡦࡒ࠻ࠬࠚ

ߦߣߎ߁߅ࠆ߁߽ߡߞࠃߦᎿߩ⸳ᑪߩ߆ࠄߜߤߩߎߪ㧘⽺⠪ߒ߆ߒޕ߁ࠈߢߥߒߣ߁

ࠆߖߐ♾⚗ࠍ㧘ᘒࠅߢߴߔࠆ߃ߚࠍ♳ߦ⠪⽺ߪᬺࠆ߆߆ߩ㊄ߡߞ߇ߚߒޕࠆߥ

 ޠޕࠆߢߩࠆߡߞߥ߽ߣߴߔࠆߖߐዷ⊑ࠍᬺ↥ߊߥߣߎ
㧞㧡 ޡઍ経済学ޢ第㧞┨ෳᾖޕ 
㧞㧢 Works of David Ricardo, ed. P. Sraffa, vol.Φ, (Cambridge, 1973), p. 361: ₹㊁⧐㇢
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 ޕΦ㧘㓶᧻ၴ 㧘1970年㧘362-363㗁ޢ集ో࠘࠼ࠞޡ⸶
㧞㧣 Economic Philosophy, Watts and Co,1962: ችፒ⟵৻ޡ経済学ߩ⠨߃ᣇޢጤᵄ1966ޔ
年 52  ࠫࡍ
㧞㧤 Economic Philosophy, Watts and Co,1962: ችፒ⟵৻ޡ経済学ߩ⠨߃ᣇޢጤᵄ1966ޔ
年 53  ޕࠫࡍ
↪ߦᗧߥਇ⥄ὼࠍ⪲⸒㧘ߪᓐޕࠆߡߒੂᷙߩคㅀߩ㧘ᓐߦ߁ࠃࠆߢ㆙ᷓ߇ᕁᗐߩᓐޟ

ࠊࠆߡߞ߇ߚߒߦᗧߩߘ߽ߒߕࠄߥ߆㧘߽߆ߒޕߥߡ߃ടࠍ⺑ߦᗧߩߘ㧘ߡ

ߞ⒖ߣ߳⺑ߩ߆߶ࠄ߆⺑ߩߟ㧘㧝ߊߥߣߎߔ߇ߥ߁ࠍᵈᗧߦ․ߪ㧘ᓐߚ߹ޕߥ߽ߢߌ

߇㧘ᓐ⥄りߦ㧘ⷫಾߪߦߚࠆߔߣ߁ࠃߒ⸂ℂߊߒᱜࠍᓐ߇ࠇࠊࠇࠊ㧘ߡߞ߇ߚߒޕߊߡ

ޕ߽ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ㉼⸂ࠍᓐߦએߚߒ㉼⸂ࠍࠬࡒࠬࡓ࠳ࠕ ߇⪲⸒ߩ࠼ࠞ㧘ߒ

߁ࠃ߃ਈࠍᗧߥ߁ࠃߩߤߦ⪲⸒ߩߘߢㇱಽߩ߆߶ߩਛ⪺ߩߘ߇㧘ᓐࠄߥߚߞߢ߹

 ޠޕߥࠄߥ߫ߨߐਅࠍ㉼⸂ߦᗧߩߎ㧘ߡࠍ߆ࠆߡߒߣ
㧞㧥 ޡઍ経済学ޢ第Σㇱෳᾖޕ 
㧟㧜 An Essay on the Nature and Significance of Economics Scienceޡ経済学ߩᧄ⾰ߣᗧ

㧘第ޢ⟵ 6 ┨ෳᾖޕ 
㧟㧝 Economic Philosophy, Watts and Co,1962: ችፒ⟵৻ޡ経済学ߩ⠨߃ᣇޢጤᵄ1966ޔ
年 133  ࠫࡍ
㧟㧞 ೨ឝᦠ㧘ᐨ┨ෳᾖޕ 
㧟㧟 ೨ឝᦠ㧘㧣ޕࠫࡍ 
㧟㧠 ೨ឝᦠ㧘㧥ޕࠫࡍ 
㧟㧡 ೨ឝᦠ㧘第Σㇱޟߪ᎑᧻ߢㄭઍ⊛ߩࡓࠗ࠳ࡄޠ․ᓽߦ߁ࠃߩߎࠍߢߩࠆߡߒ㧘

ႎ๔⠪ߪ回ࡦࠩࡠࠍࠇߎ㧘ࠝߩࠕ࠻ࠬ 2 学ᵷߦኻߒㆡ↪ޕߚߒ 
㧟㧢  ‘A Reconsideration of the Theory of Value ’ Collected Economics Papers, vol.3, 
Oxford, Blackwell 
㧟㧣 ೨ឝᦠ㧘第㧢┨ෳᾖޕ 
 



 - 1 - 

 ޠ㗴⺖ߩߘߣዷ㐿ߩวℂ⊛ㆬᛯ論ࠆߌ߅ߦ会学␠ᴦ学ޟ

ᧄ 

㧝 ߦߓߪ 

 

J. ߇ࡦ࠰ࡦࡆࡠଔ୯論ࠍᜬޔߌߠߟߒ経済学ߩ⍦⋫ࠍᜰ៰ࠄ߇ߥߒℂ論᭴▽ࠍ࿑ߚߞ

ߣಽ㊁ߚ߈ߡߞ࿑ࠍࠅᱷ߈↢ߢߣߎࠆߡᝥࠅಾࠍଔ୯論ߪ経済学ࡠࠢࡒޔ߫ࠇߢߩߚ

20ޕ߁ࠃ߃ ♿ߩ経済学ޔߪੱ㑆ല↪Ყセߩߡߟߦ৻ㅪߩ⼏論߳ߩߟߣ߭ߩ回╵ߒߣ

߆ߚߞᴪߦࠇߘޔߒቯุࠍᲧセน⢻ᕈߩ↪ലߢޢ⟵ᗧߣ⾰ᧄߩ経済学ޡ߇࠭ࡦࡆࡠ .Lޔߡ

ߡ߅ߦࡦ࠰࡞ࠛࡘࡒࠨ .Pޔࠬࠢ࠶ࡅ .J. Rޔߦᄾᯏࠍߩߚࠇߐ㔌ࠅಾ߇論⼏ߩଔ୯ߢߜߚ

ଔ୯⥄↱ߥ♽ౣࠍࠄ⥄ߡߒߣ᭴ᚑ߇ࡦߦߎߎޕߚߒᜰ៰ࠆߔ㗴ὐ߇ᱷߢ߹߹ߚࠇߐ

ߥߒ論⼏ߡߟߦ㆑ߩଔ୯ၮḰߥ⊛ਥ߽ⷰߣߊߥዋߪ経済学ޔ1(Sen[1970])߃ߪߣࠆ

ߞߛߩߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔߣ⽎ኻߩ⠨ኤࠍวℂ⊛ੱ㑆ࠆ߃ߺߦኤน⢻ⷰߦ⊛ቴⷰޔߢߣߎ

 ޕߚ

ߎޕࠆ↪ࠍଢ⋉ಽᨆ́↪⾌ߚߒߦ೨ឭࠍวℂᕈߣ⟵ᣇᴺ論⊛ੱਥޔߪ経済学ࡠࠢࡒ

ߪߡ߽ߦℂ論ࡓࠥޔ߫ࠇ߃⠨ߣࠆࠇߐ↪߇▚⸘⊛⋊ଢ́↪⾌ߦ▚ߩᦼᓙᓧߪࠇ

ⓥ⎇ࠆߔߣ߁ࠃߒ↪ㆡߦಽ㊁ߩ会⑼学␠ߩઁࠍ࠴ࡠࡊࠕߩ経済学ࡠࠢࡒߩߎㄭ年ޕࠆ߹

␠ߩઁ߇࠴ࡠࡊࠕߩ経済学ߦ߆ޔߪⓥ⠪⎇ࠆߔᡰᜬࠍ࠴ࡠࡊࠕߩߎޔࠅ߅ߡ߃Ⴧ߇

会⑼学ಽ㊁ߊ߹߁ߦㆡวࠍ߆ࠆߔਥᒛߩࠄࠇߎޕࠆߡߒߣ߁ࠃߒ⎇ⓥޔߪ␠会学ޔᴦ

学ੱޔ㘃学ߤߥᄙጘߦ⊛⥸৻ߪ࠴ࡠࡊࠕߩߎޔࠅߚࠊߦวℂ⊛ㆬᛯ論ߣ߫ߔ߹ޔࠇ߹

 ޕࠆߡߞߥߣ࠴ࡠࡊࠕߥ㊀ⷐߔ

ޔߦหᤨߣࠆࠇߐਥᒛߣࠆߢㆡ↪น⢻ߦಽ㊁ߩ会⑼学␠ߩઁ߇ࠇߘޔߪℂ論ߩߎߒ߆ߒ

経済学ߣห᭽ޔᛕ್߽ᩮᒝߪߟߣ߭ߩߘޕวℂ⊛ㆬᛯ論ߩวℂᕈߩ೨ឭߦะߡࠇࠄߌ

⊛วℂޔߢߣߎࠆߔⷰࠍዷ㐿ߩวℂ⊛ㆬᛯ論ߩߢᴦ学ߣ会学␠ߦ․ޔߪߢᧄႎ๔ޕࠆ

ㆬᛯ論ߩὐߣ㗴ὐޕߔ␜ࠍ 

 

㧞 วℂ⊛ㆬᛯ論߆ߦߥߪߣ 

 

วℂ⊛ㆬᛯ論߁ߣ߆ߦߥߪߣߪߩࠆ߃╵ߦ㕖Ᏹߦ㔍ߎߣ߭ࠍࠇߘޔߒ߆ߒޕߒ

ߔߣ߁ࠃߒ⺑ࠍ⽎会␠ߡߠၮߦቯ߁ߣޠࠆߢ⊛วℂߪ㑆ⴕേੱޟߣ߁ߢߣ

ߩߤߥ会学␠߿ㄭ年ᴦ学ޔߡߒߦਛᔃࠍ࠼ࡢࠠߩߎޕࠆߢ࠴ࡠࡊࠕ⊛経済学ࠆ

ಽ㊁ࡠࠢࡒߢ経済学⊛ߥᣇᴺࠍ↪ࠆߔ⎇ⓥ⠪߇Ⴧߩߎޕߚ߈ߡ߃ะޔߪᴦ学ߪߢ 1950

年ઍࠄ߆ 60 年ઍޔ␠会学ߪߢ 1980 年ઍࠍࠞࡔࠕߩਛᔃߟߊߡߒߘޔࠅ߹ߓߪߡߒߦ

ߦ߽ߣߪߢ日ᧄޔߜߩߚ経ࠍℂ論⊛ዷ㐿ߩ߆ 90 年ઍߦ⚫ޔࠇߐᵴ⊒ߦ⼏論ߡࠇߐߥ߇

                                                  
߽ߦߎߘޔߡߒኻߦ⸒ߩࡦ࠰࡞ࠛࡘࡒࠨ߁ߣࠆߢ↱⥄ଔ୯߇ᣂෘ↢経済学ޔߪࡦ 1

ࠆߔ⺞ᒝࠍߣߎࠆߦᩮᐩ߇ଔ୯್ᢿ߁ߣ߁ࠈߛࠆߔㆬᛯࠍᣇࠃ߇ຬోߦߢߔ

(Sen[1970]: 56-8, ⸶: 71-3)ޕ 
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 ޕࠆ

วℂ⊛ㆬᛯ論߁ߣ߆ߦߥߪߣ߇㕖Ᏹߦ㔍ߣߒㅀޔߪߩߚߴᴦ学ߣ␠会学ߢ経

済学⊛ߩ࠴ࡠࡊࠕዉࠇߐߩᣇ߿ቯ⟵ޔ⹏ଔࠇߙࠇߘ߇㆑ޕࠆߢࠄ߆߁ᴦ学߿␠会

学ߢ経済学⊛ࠍ࠴ࡠࡊࠕ↪ߚߒ⎇ⓥ߇進ߛࠎ⢛᥊ࠍ߫߃ߣߚޔ߽ߡߞߣߦᴦ学ߢ

ߪ 50 年ઍᒰᤨ学会ࠍᏨᏎޔߚߡߒD. ࠗޔࡦ࠻ࠬR. A. ߦࠄ࡞࠳ઍࠆࠇߐⴕേ論㕟

ߩᓇ㗀߇ࠇߘޔࠅ߇วℂ⊛ㆬᛯ論߇ᕆㅦߦฃߌߩ߳ߣߎࠆࠇࠄࠇㅊ㘑ߚߞߥߣ৻

ᣇޔߢ␠会学ߪߣࠇߘߪߢኻᾖ⊛ߩࠄ࠭ࡦ࠰ࡄޔߦ᭴ㅧᯏ⢻ਥ⟵⊛ߥ␠会ℂ論߇ࠍ

ᜬ60ޔ߆ߥߟ 年ઍࠄ߆ 70 年ઍࡓࠥߦ論ࠍ↪ߚߒ␠会⊛ࠫࡑࡦ⁁ᘒߩߡߟߦ␠会ᔃ

ℂ学⊛⎇ⓥ߇⏕ߦวℂ⊛ㆬᛯ論ߪߦߢ߹ߊߟ߮⚿ߣᴦ学߽ࠅࠃ㐳ᤨ㑆ࠍᔅⷐߚߒߣ

ޔ߇ࠆߥߣߣߎࠆߔዷ㐿ࠄ߆ფߚߞߥ⇣ࠇߙࠇߘߥ߁ࠃߩߎޔߪวℂ⊛ㆬᛯ論ޕߚߞߛߩ

経済学ᤨ߇ઍ߿ⷞὐߡߞࠃߦ৻ᨎጤޔߦ߁ࠃߥߪߢᴦ学ޔ␠会学߽ߢ経済学ߩᣇᴺࠍ

ㆡ↪ࠆߔߣ߁ࠃߒ┙႐ࠍࠇߘ߃ߣߚޔߪ⢐ቯࠆߔ߽ߡߞߢ⹏ଔߩᣇ߇㆑ޕߚߡߞ

ߥ⊛ᥳቯߩ౨㗡ߪߦࠆߔ⺑ߢߣߎߣ߭ࠍวℂ⊛ㆬᛯ論ࠆߚࠊߦ会⑼学␠ߊᐢޔ߃ࠁࠇߘ 1

ᢥࠍࠅ߹ߣ߹✭ߩߘߊ߹߁߆ߒߢߦ߁ࠃߩߎޕߥ߈ߢวℂ⊛ㆬᛯ論ࠆߋࠍ⁁ᴫ

 ޕࠆߡߞߥߦᾘ㔀ߪ

ߣࠆߡ経ࠍዷ㐿ߩ߆ߟߊߢಽ㊁ߩࠇߙࠇߘߡߴᲧߦߓߪ߇วℂ⊛ㆬᛯ論ޔߒ߆ߒ

ߩࠆ߉ߔᦌᤒ߇⟵ቯޔߪߢߌߛ߁ߣޠࠆߢ⊛วℂߪ㑆ⴕേੱޟ߇೨ឭߩℂ論ޔ߃ߪ

⺕ߪߩࠆߔߣࠆߢ⊛วℂࠍ㑆ⴕേੱ߫߃ߣߚޕࠆࠇ߹↢ߦߋߔ߇ᔨ⇼߁ߣ߆ߥߪߢ

ߞㄡࠍࠬࡠࡊߥ߁ࠃߩߤߪੱޔ߆ߩߔᜰࠍวℂᕈߩ⒟ᐲߩߤߪߩ߁ߣ⊛วℂޔ߆ߩߥ

ࠃߚߴㅀߢߪࠇߘޕ㧔ᶏ㊁[1993]㧕ߛߩࠆߊߡ߇⇼ߩߤߥޔ߆ߩࠆߔᢿ್ߣ⊛วℂߡ

ᷓߦߣߎ߁ߣ߆ߚ߈ߡߒዷ㐿ߦ߁ࠃߩߤ߇วℂ⊛ㆬᛯ論ߢࠇߙࠇߘ会学␠ޔᴦ学ߦ߁

㆑ߦ⒟▸࿐ߩวℂ⊛ㆬᛯ論ࠆߔᗐቯ߇ⓥ⠪⎇ߪߦ↱ℂߩߟߣ߭߁߽ޔ߇ࠆߡߒ㑐ଥߊ

ߦߥߪߣวℂ⊛ㆬᛯ論ߡߞࠃߦⓥ⠪⎇ߢਔᣇߩᴦ学ޔ会学␠ޔߦታ㓙ޕߛߚࠆ߇

ߩวℂᕈߩวℂ⊛ㆬᛯ論ߪߦ߆ߥߩⓥ⠪⎇ߩ会学␠߫߃ߣߚޕࠆ߇㆑ߦ⟵ቯ߁ߣ߆

⠨߃ᣇߩߘࠍࡃࠚ࠙ࠄ߆Ḯޔࠅߚ߅ߡߒߣJ. ߥ߁ࠃߩࠕࠞ࠶ࡌޔࡓࠨࡦࡌഞ

ਥ⟵⠪ࠍ⒟ߦࠆߡ႐วࠆ߇(Gintis[2005])ߪߢߎߎߒ߆ߒޕวℂ⊛ㆬᛯ論ࠢࡒߪ

วℂ⊛ㆬ߁ߢᧄႎ๔ߕ߹ޔߢߎߘޕߥࠄߣߪ႐┙ߩߘޔߢߩࠆߢᣇᴺߥ⊛経済学ࡠ

ᛯ論ࠍߦߥߪߣᜰࠍ߆ߔ㒢ቯޕࠆߔ 

วℂ⊛ㆬᛯ論ࡠࠢࡒޔߪ経済学ߩઁࠍ࠴ࡠࡊࠕߩ␠会⑼学ߩಽ㊁ߦㆡ↪ޔߢߩ߽ࠆߔ

 ޕࠆ߃⠨ߣࠆߡߞᜬߡߴߔࠍᓽ․ߥ߁ࠃߩᰴ߃ࠁࠇߘ

Ԙ ᣇᴺ論⊛ੱਥ⟵㧦วℂ⊛ㆬᛯ論ޔߪੱਥ⟵⊛ߩ࠴ࡠࡊࠕ৻㘃ဳౕޕࠆߢ⊛

 ޕࠆߡߒኻ⋦ߣ࠴ࡠࡊࠕ⊛⟵᭴ㅧᯏ⢻ਥߥ⊛࠭ࡦ࠰ࡄߪวℂ⊛ㆬᛯ論ޔߪߦ

ԙ ⺑́Ṷ➈⊛ᣇᴺ㧦วℂ⊛ㆬᛯ論ߩ߆ࠄࠎߥߕ߹ޔߪ⺑ࠍ⸳ቯޔߒߩ߆ࠄ᧦ઙߩ

ਅߢⴕὑ⠪ߩⴕേࠍ論ℂ⊛ߦṶ➈ࠆߔᣇᴺޕࠆߣࠍ 

Ԛ ⋡⊛วℂᕈ㧦ੱޔߪⴕὑߩవࠍ⊛⋠ࠆߦ㆐ᚑߩߚࠆߔᚻᲑߡߒߣⴕὑࠍㆬᛯߔ

 ޕࠆ
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ԛ ㆬᅢ⺑㧦วℂ⊛ㆬᛯ論ޔߪߢੱ߇ㆬᅢ㧔᰼᳞㧕ࠍᜬޔߜ⁛┙ᄌᢙߡߒߣਈࠇࠄ߃

 ޕࠆߡ

Ԝ ⚂⺑㧦วℂ⊛ㆬᛯ論ޔߪߢੱߩⴕὑޔߪੱࠆߡࠇࠄߖ⺖߇⚂㧔น⢻ߥᯏ

会㧕ߦଐሽߩߎޔߒ⚂㧔ᯏ会㧕ߪ⁛┙ᄌᢙߡߒߣਈޕࠆߡࠇࠄ߃ 

ԝ ല↪ᦨ大化㧔⾌↪́ଢ⋉㧕⺑㧦⁛┙ᄌᢙߡߒߣਈߚࠇࠄ߃ㆬᅢߣ⚂ޔߦߣ߽ࠍ

 ޕࠆߔㆬᛯࠍⴕὑߥ߁ࠃߔߚḩߊࠃ߽ߣߞ߽ࠍㆬᅢߩಽ⥄ߢ߆ߥߩ⚂ߪੱ

ߩߎޕࠆߢԝߣԚޔߪ߈ߴߊ߅ߡߒ⸤ᵈߦ․ߢߎߎ 2 ὐߪวℂ⊛ㆬᛯ論⠪ߦ․ߡߞࠃߦ

㆑߇ߕ߹ޕࠆࠇԚޔߪߡߟߦวℂ⊛ㆬᛯ論ߩวℂᕈޔߪၮᧄ⊛ߩࡃࠚ࠙ߦℂ論

␠会学ߩ৻ㇱࠍ᭴ᚑߪࠇߎޕࠆߡߒวℂ⊛ㆬᛯ論ߩㅢߩℂ⸃ߛ߁ࠃࠆߢ(e.g., ዊ㊁

ࠍߣߎ߁ߣࠆߡߒቯࠍวℂᕈ⊛ࡃࠚ࠙߇วℂ⊛ㆬᛯ論ߪࠇߘߒ߆ߒޕ(80 :[2001]

ޔߡߞߢߩࠆߡߒวℂ⊛ㆬᛯ論ߪℂ論ߡߒߣ⋥ធ࠙ߢ߹ࡃࠚ㆚ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ

ߥߪߢ㑆ੱߥ⊛Ꮖ߽ߒߕᔅߪੱޔߪวℂ⊛ㆬᛯ論⠪ߦ߈ߣޕߥߒᗧࠍߣߎ߁ߣ

ࠚ࠙ޔࠄ߆߃⠨߁ߣߥࠄ㒢ߪߣࠆߔࠍㆬᛯߥᦨㆡߡߺߦ⊛ቴ߽ⷰߒߕᔅߪⴕὑ⠪ޔߊ

ᶏ)ࠆߔߣࠆ߈ߢ߇ߣߎ߁ᛒߢᨒౝߩⴕὑ߽วℂ⊛ㆬᛯ論ߩⴕὑએᄖߥ⊛วℂ⊛⋠ߩࡃ

㊁[1993])ߚ߹ޕԝޔߪߡߟߦ経済学ߣห᭽ޔḰᦨㆡ߿⸂ߥⶄᢙဋⴧߩ㗴ࠍᛴޕࠆߡ߃

ⶄᢙဋⴧ߫߃ߣߚޔߪߡߟߦ経〝ଐሽᕈࠍេ↪ߡߒ⸃ࠆߔߣ߁ࠃߒวℂ⊛ㆬᛯ論⠪߇

 ޕ(Levi[1997])ࠆ

 

㧟 ᴦ学ࠆߌ߅ߦวℂ⊛ㆬᛯ論 

 

ᴦ学ޔߪߦ␠会学߽ࠅࠃᲧセ⊛⋥ធ⊛ࡠࠢࡒߦ経済学⊛߇࠴ࡠࡊࠕዉߘޕߚࠇߐ

㧔1951ޢੱ⊛⹏ଔߣ会⊛ㆬᛯ␠ޡߩࡠࠕ .K. Jޔ߇ߩࠆߡࠇࠄ⍮ߡߒߣ⊒ὐߩ 年㧕

ߡߒߘޔ߃ਈࠍ࠻ࠢࡄࡦࠗᒝߦᴦ学⠪ࠈߒࠅࠃ߁ߣ経済学⠪ߪ⪺ߩߎޕࠆߢ

ⵣߦࠕࠖ࠺ࠗࠕߥ⊛経済学ߢಽ㊁ߩᴦ学ޔߡߒߦਛᔃࠍᴦ学会ࠞࡔࠕߦਥޔᓟߩߎ

50ޕࠆߥߣߣߎߊߡࠇߐឭߣޘᰴ߇వ㚟⊛論ᢥߚࠇߐߌߠ 年ઍᓟඨࠄ߆ 60 年ઍߌ߆ߦ

1957ޔߡ 年 A. ޡߩ࠭ࡦ࠙࠳᳃ਥਥ⟵ߩ経済ℂ論1962ޔޢ 年ޡߩࠢ࠶ࡠ࠲ޔࡦ࠽ࡖࠠࡉ

ㆬᛯߩℂ論㧦วᗧߩ経済論ℂ1962ޔޢ 年 W. H. ޡߩࠞࠗᴦㅪวߩℂ論1965ޔޢ 年

M. ࠝޡߩࡦ࠰࡞集ว⊛ⴕὑ論㧦⽷ߣ集࿅ℂ論ߚߞߣޢ㊀ⷐߥ⪺߇ᰴߣޘ⊒ޔࠇߐ

ࠕ⊛経済学ߩߢ㗔ၞߥޘ᭽ߩߤߥ集࿅ℂ論ޔ⽷ޔᙗᴦ┙ޔᛩߪࠅ߇ᐢߩⓥ⎇ߩߎ

ࠃࠆߡࠇ߹߇経済学⠪ߪߦ⪺ߩࠄࠇߎޕߚߞߥߦߣߎߔࠄߚ߽ࠍࠅ߇ᐢߩ࠴ࡠࡊ

߅ߦᴦ学ޔ߇ߣߎߚߞߢਛᔃ߇ᴦಽᨆࠆࠃߦ経済学⠪ߪวℂ⊛ㆬᛯ論ߩೋᦼޔߦ߁

 ޕࠆߢᓽ․ߩวℂ⊛ㆬᛯ論ࠆߌ

ᴦ学ࠆߌ߅ߦวℂ⊛ㆬᛯ論ࡠࠢࡒ߇経済学⊛ࠍ࠴ࡠࡊࠕណࡠࠕޔߪߣߎߚߡߞ

㧟ㆬߩ㧞ੱߥᦨ߽◲නޔߪޢੱ⊛⹏ଔߣ会⊛ㆬᛯ␠ޡ߽ߘ߽ߘޕࠆߡࠇߦ⏕ߦ

ᛯㆬᅢߩ႐ว1 ޔߢ ቯ⟵ၞߩή⚂ᕈ᧦ઙ2ޔ 3ޔේℂ᧦ઙ࠻ࡄ ή㑐ଥߥㆬᛯኻ⽎ࠄ߆

4ޔᕈ᧦ઙ┙⁛ߩ Ꮢ᳃ਥᮭߩ᧦ઙ5ޔ 㕖⁛ⵙ᧦ઙ߁ߣޔ 5 会␠ߥ߁ࠃߔߚḩࠍઙ᧦ߩߟ
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⊛ෘ↢㑐ᢙ1ޔߪ ㅪ⚿ᓞߩℂ2ޔ ផ⒖ᓞߩℂ߁ߣ㧞ߩߟℂࠍหᤨߦḩ⿷߇ߣߎࠆߔ

ੱޔߪߩࠆߔᗧ߇ࠇߘޔ㧔৻⥸น⢻ᕈቯℂ㧕ࠅߢߩ߽߁ߣࠆߔ⸽ࠍߣߎߥ߈ߢ

⊛༵ᅢࠄ߆集࿅⊛༵ᅢ߳⒖ⴕࠆߔ㓙ߦㆬᅢࠆࠇߐ␠会⊛ㆬᛯޔ߇ㅢᏱℂ⸃ߥ߁ࠃࠆࠇߐว

ℂᕈߩ᧦ઙࠍḩ⿷߁ߣߥߡߒ᳃ਥਥ⟵ߢߎߎޕ2ࠆߦߣߎߚߒ␜ࠍࠬࠢ࠼ࡄߩ㊀

ⷐࠆޔߪߩߥ␠会⊛ㆬᛯࠍᄙߩߊੱ༵ߩᅢࠍⲢวࠄ߆ߣߎࠆߔዉࠍߣߎ߁ߣߊ⠨߃

ߪߣߎࠆߔ᭴ᚑࠍߩ߽ߔߚḩࠍઙ᧦ߥὼ⥄ߩ߆ߟᐞޔߡ߅ߦ߈⛯ᚻߩ⒖ⴕߩߘޔ႐วߚ

ᒻᑼ⊛ߦ
ޔޔޔޔ

น⢻ⷰ߁ߣޔ߆ࠆߢὐߩߎޕࠆߢᒻᑼ⊛ߥᕁ⠨ߩㆊ⒟ޔߢੱߩㆬᅢߪ⁛

┙ᄌᢙߡߒߣਈߜ߁ߩࠄࠇߘޔࠇࠄ߃ㆬᛯน⢻ߥㆬᅢ߇วℂ⊛್ߦᢿࠇߐㆬᛯߘޕࠆࠇߐ

ޕࠆ߹߇会⊛ෘ↢㑐ᢙ␠ޔߢߜߚ߆ࠆࠇߐ⸘集ࠄ߆ㆬᛯߩੱߚࠇߐㆬᛯߦ߁ࠃߩߘߡߒ

ޔ⟵ᣇᴺ論⊛ੱਥߦ߁ࠃߩߎޔ3ࠅߢ経済学⊛ᣇᴺࡠࠢࡒߪ߈⛯ᢙ学⊛ᚻߩㅪ৻ߩߎ

ቯ́Ṷ➈⊛ᣇᴺ߇ណ↪ߘߎߣߎߚࠇߐ㊀ⷐ߽ߩ߁ߣޕߚߞߢⴕേ論ᴦ学એ೨ޔߪߢ

ౄ߿┙ᴺᐭߩ⎇ⓥ߽ߡ߅ߦੱߪ⢛᥊ߦᒁߞㄟߥߣߩ߽ߥߒࠅ߈ߞߪޔ߹ߒߢࠎ

ޔߘߎᬺࠆߡᒰࠍశߦੱߚߡߞߥߊߥ߃ޔ(Easton[1971]:202, ⸶: 208)߇ߚߡߞ

ⴕേ論㕟ߩᜬߟᗧޕߛࠄ߆ߚߞߢ 

ᴦ学ࠆߌ߅ߦวℂ⊛ㆬᛯ論ޔߪ⸥ߦ߁ࠃߩ経済学⠪ߡߞࠃߦవዉߚࠇߐ経✲ࠆ߇

ⓥ⎇ߥ⊛ᛕ್ߦᣇᴺߩวℂ⊛ㆬᛯ論ޕߥߪߢߌࠊߚࠇࠄࠇߌฃߦ⊛㕙ో߽ߒߕᔅޔ߇

⠪߽ᄙޔߊวℂ⊛ㆬᛯ論⠪ޔ߃ߐߢวℂ⊛ㆬᛯ論ߩ⺑߇ᠲน⢻ߢଢࠅߢ⺑ജ߇

ᒝࠍߣߎޔ߽ߟߟߡߒᭉⷰޕ4ߚߞ߆ߥߪߢߌࠊߚߡߺߡߒᛕ್ޔߦ߽߅ߪวℂ

⊛ㆬᛯ論ߣ࠴ࡠࡊࠕߩ㗴⸳ቯߦߚ߆ߒߩᕭᗧᕈޔߢߩࠆࠇ߹↢߇ℂ論ߡߒߣਇචಽߢ

↪ࠍวℂ⊛ㆬᛯ論ߥ߁ࠃߩߎߢᣇ৻ޔߪᛕ್⠪ߩวℂ⊛ㆬᛯ論ޕߚߞߛߩ߽߁ߣࠆ

⺑ࠅࠃ࠴ࡠࡊࠕวℂ⊛ㆬᛯߪߢᣇઁޔ5߆ะߦ㒱ᰳߩℂ論ߩ႐ว߁ⴕࠍ経㛎⊛⎇ⓥߡߒ

ᓧ⊛ޔߡߒߣߛ᭴ㅧᯏ⢻ਥ⟵⊛ࠍ࠴ࡠࡊࠕᠩ⼔ޕߚߞߛߩߚߒวℂ⊛ㆬᛯߩᣇᴺࠍ᭴ㅧ

ᯏ⢻ਥ⟵⊛ߣ࠴ࡠࡊࠕ⋧ኻࠆߔⷞὐޔߪ␠会学߽ߢㅢޕࠆߢ 

ߢࠈߎߣ 80 年ઍࠞࡔࠕߩᴦ学ࠆߋࠍ⁁ᴫߪวℂ⊛ㆬᛯ論ߦᄌ化60ޕߚߒࠄߚ߽ࠍ

                                                  
ᛩߡߞࠃߦ࡞࠼ࡦࠦ߿࠳࡞ࡏߪߊฎޕߥߪߢߩ߽ߒᣂ⋠ߪߩ߽ߩߘਥ㗴⸳ቯߩߎ 2

એ೨ࠆࠇߐ ߇⪺ߩࡠࠕߪߦធ⋤ࠅࠃޔߒߚߡࠇࠊⴕߡߒߣⓥ⎇ߩᕈ․ߩ࡞࡞

ߦ E. J. ޟߡߞࠃߦࡦ࠰ࡦ࠽ᛩߦߢߔߡߒߣޠࠬࠢ࠼ࡄߩ⍮ߚ߹ޔࠇࠄ D. ߇ࠢ࠶ࡉ

వ㚟⊛⎇ⓥࠍࠬࠢ࠼ࡄߩߘߢ߆ߥߩ⸃ᶖߥ߁ࠃࠆߔᛩᣇᴺߩน⢻ᕈޕߚߡߒ␜ࠍ 
ᛩߩ࠭ࡦ࠙࠳ޕࠆߡߞߣߦ⏕ࠍ႐┙ߩ経済学ࡠࠢࡒ߽ࠄࡦ࠽ࡖࠠࡉ߿࠭ࡦ࠙࠳ߊ⛯ 3

ⴕേ߳ߩ経済学⊛ߪ࠴ࡠࡊࠕቯ́Ṷ➈⊛ᣇᴺߩߢ߹ࠇߘޕࠆߣࠍㆬ߿ᛩⴕേ⎇ⓥ

ߩ࠭ࡦ࠙࠳ޔࠅߢਛᔃ߇Ꮻ⚊ਥ⟵⊛ಽᨆޔߊᄙߦ⊛ୟ߇ಽᨆߊߠၮߦ࠲࠺⊛⸽ታߪ

ޢℂ論ߩㆬᛯޡ߽ࠄࡦ࠽ࡖࠠࡉߚ߹ޕ㧔ਃቛ[1981]: 113-4㧕ߚߞߛ⊛ኻᾖߣ࠴ࡠࡊࠕ

ߣࠅ߈ߞߪࠍߣߎࠆߔዉࠍ࡞࠺ࡕ経済学ߥ⊛➈ቯ́Ṷߢ⟵ᣇᴺ論⊛ੱਥߦ⏕ޔߢ

ᗧ⼂ࠆߡߒ(Buchanan & Tullock[1962])ߥ߁ࠃߩߎޕ⁁ᴫࡠࠢࡒޔߪࠞࠗࠍ経済学

ߚߍㆀࠍ進化ࠆߚὼ⚐ߡߓߪߪᴦ学ޔߢߣߎߚߒ↪ࠍวℂ⊛ㆬᛯߊߠၮߦᣇᴺߥ⊛

 ޕ(Riker[1990]: 177-8)ࠆߡߴㅀߣ
 ޕߚߡࠇߌฃࠍวℂ⊛ㆬᛯ論ߦ⊛Ყセ⊛ᭉⷰߪࠞࠗ߫߃ߣߚ 4
ޔ1ިᓟ⊛ℂ論ᚑާާߪᛕ್ߩࠄࠇߘޔߣ߁ᓥߦᢛℂߩࡠࡇࡖࠪߣࡦࠣ 5 ࠻ࠬ࠹2ި

⸳ቯާޔ 3ި⸽ߩㆬᛯߦ㉼⸂ߣಽࠆࠇࠄߌ(Green and Shapiro[1994])ޕ 
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年ઍᧃߦ⣕ⴕേ論ㆇേ߇ޔߦߜߩߚߞߎੱਥ⟵⊛ߪߢ࠴ࡠࡊࠕ㊀ⷐⷞߥࠇߐ࿖ኅ

߁ߣ߁ߘ⋤ࠍᓎഀߩᐲ߿ 50 年ઍߪߣᱜኻߩേ߇߈ᒝ߹ߎޕ([1987]ᷗ⌀)ߛߩߚߞ

ߩ T. ࠬࠦޔ࡞ࡐ࠴࠶S. ࠢޔ࠽࠭P. J. ࠞࠆࠃߦࠄࡦࠗ࠲ࠬࡦࠚ࠷࠶৻ㅪߩ࿖ኅ論߳ߩ

回Ꮻޔߪੱਥ⟵⊛ߦ࠴ࡠࡊࠕߩ߳ߣߎߚߡ߉ߔࠅ⋭ޔߣᐲ߇ੱߦਈࠆ߃ᓇ

㗀ࠍ㊀ⷞࠆߔᣇะᕈࠍᜬޕࠆߡߞᒰὼޔੱਥ⟵⊛ߥวℂ⊛ㆬᛯ論߽ᛕ್ࠍᶎ߮ߣߎࠆ

 ޕߚߞߥߦ

ߒ㊀ⷞࠍᐲޕࠆߥߦߣߎࠆᱷ߈↢ߢ߆ߥߩ⟵ᐲਥߪวℂ⊛ㆬᛯ論߽ߦ⼏ਇᕁߒ߆ߒ

ߞࠃߦ㆑ߩᐲ߇࿖ߚ߹ޔ߆ࠆߔᄌ化߇ⴕὑߦ߁ࠃߩߤߢߣߎࠆߔࠍวℂ⊛ㆬᛯࠄ߇ߥ

ߺ⚵ߡߒߣᄌᢙ┙⁛ࠍᐲޔߦ㗴ߩᲧセᴦ߁ߣ߆ߩࠆߖߐᄌ化ࠍⴕὑߦ߁ࠃߩߤߡ

ߚࠇวℂ⊛ㆬᛯࠍ࠴ࡠࡊࠕណ↪ޔߢߣߎࠆߔᐲ論ߩਛߢวℂ⊛ㆬᛯ⊛ࠍ࠴ࡠࡊࠕ

↪ߣ߁ࠃߒ⠨ߪࠇߎޕߚߞߛߩߚࠇࠄ߃᭴ㅧᯏ⢻ਥ⟵⊛ߩߣ࠴ࡠࡊࠕߥ᛬ⴲࠍ࿑ࠃࠆ

ߦߩߚ߈ߡࠇߐᛕ್߇วℂ⊛ㆬᛯ論ޕࠆ߃ߦ߁ࠃߩࠅᷰ✁ߩ⒳৻ޔࠅߢߺ⚵ࠅขߥ߁

ߣߎࠆߔᱜୃߦ⊛ᕭᗧࠍ࡞࠺ࡕߦ߁ࠃࠃߩ都วߡߓᔕߦᴫ⁁߇ࠆߔ▽᭴ࠍ࡞࠺ࡕޔߪ

ߒߣᄌᢙ┙⁛ࠍᐲߚ߹ޔࠅߢࠄ߆ߚߞ߇㗴ߩޠਇᢛวᕈޟߩℂ論߁ߣࠆ߈ߢ߇

߆ࠆ߃ਈࠍᓇ㗀ߦㆬᛯߩੱߩߡߟߦ㗴ߩߘ߇ᐲߩߤޔߪߣߎ߁ߣࠆࠇߺ⚵ߡ

ߘޔߡ┙ߺ⚵ࠍ࡞࠺ࡕߡߞᴪߦ⚿Ꮻߩℂ論ޕߛࠄ߆ࠆߓ↢߇ขᝥㆬᛯߩⓥ⠪⎇ޔ߁ߣ

วℂߢ߆ߥߩᐲ論ޕࠆߢࠎࠄߪෂ㒾߽ࠆ㒱ߦࠫࡠ࠻࠻߁ߣࠆ߆⏕ߢℂ論ࠍࠇ

⊛ㆬᛯࠍ࠴ࡠࡊࠕណ߫߆ߥޔߪߣߎ߁ߣࠆ⏕ା‽⊛ߩߎߦᬺࠍⴕޔࠄ߇ߥวℂ⊛

ㆬᛯ論ࠍᠩ⼔ޕߥࠄߥઁߦߣߎࠆߔᐲ論ߩ߆ߥߩวℂ⊛ㆬᛯ論⠪ޔߪวℂ⊛ㆬᛯ論߇

ᜬߟℂ論⊛ᒝࠍߺⓍᭂ⊛ߦ⹏ଔߥ߁ࠃߩߎޔߡߒℂ論ߩਇᢛวߥㇱಽࠍฦ⎇ⓥ⠪ߩ⺑⸳

ቯߩᱜߦߐߒᆔ߇ࠆߡߨ(March and Olsen[1989])6ߣߐ߹ޔℂ論ߩ⺑ജࠍਔ┙ߐ

 ޕࠆߔઃ㓐ߦᏱߦ࠴ࡠࡊࠕߩวℂ⊛ㆬᛯߪߐߒ㔍ࠆߖ

ߡߟߦ㗴߁ߣ߆⊛วℂߤ߶ࠇߤ߇ੱޔߪวℂ⊛ㆬᛯℂ論ߩ߆ߥߩᐲ論ޔߚ߹

⟎ࠍ೨ឭߩวℂᕈᒙޔวℂᕈޠෘޟࠍߣߎߊ⟎ࠍ೨ឭߩวℂᕈᒝޕߥࠄߜ┙߽

ၮߦ経㛎⊛ᅷᒰᕈ߽߆ࠆណࠍࠄߜߤߩߎޔ߇ࠆߔ߫ߒ߫ߒߣวℂᕈޠ⭯ޟࠍߣߎߊ

ߪᔅⷐࠆߔᗐቯࠍᏆਥ⟵⊛ੱ㑆ߪߡߞࠃߦⓥ⠪⎇ޕࠆߡࠇߐછߦⵙ㊂ߩⓥ⠪⎇ߡߠ

ߩߎޕ(Levi[1997]: 24)ࠆߢ⁁߇ߩࠆ߽ߩ߽ࠆߔߣߥ 2 ὐߪᴦ学ࠆߌ߅ߦวℂ⊛

ㆬᛯ論ߩㆡ↪▸࿐ࠍ大ߚߒߣ߁ࠃߒ⚿ᨐ߇ࠇߘޔ߇߁ࠈߛวℂ⊛ㆬᛯ論ߊߊߦࠅ߆ࠊࠍ

                                                  
6 ᑪᨋߥ߁ࠃߩߎߪᐲ論ߩ߆ߥߩวℂ⊛ㆬᛯ論ߩὐߣ㗴ὐޔࠍᰴߦ߁ࠃߩᢛℂߡߒ

ޔާߪὐߕ߹ޕࠆ 1 ިᐲߩലᨐࠍಽᨆࠆߔ㓙ߦᐲࠍ⁛┙ᄌᢙߡߒߣ㑐ᢙ化ޔߢߣߎࠆߔ

ℂ論⊛⍎ߣߐ♽ᕈޔާߟ߽ࠍ 2ިᐲౝㇱࠬࠢ࠶ࡏࠢ࠶ࡉࠍ化ࠆߔ᭴ㅧ⊛ᐲ論ߪߢ

ޔާࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔಽᨆࠍᴦㆊ⒟ߩࡠࠢࡒߥࠇࠄ߃ᝒ 3ިวℂ⊛ㆬᛯ論ߪੱߩⴕὑ

ޔާࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⺑ࠍᐲᄌ化ࠆࠃߦ 4ިᐲࠍᄌᢙߚߒߦวℂ⊛ㆬᛯ論ߪᄙ᭽ߥ

㗴ߦขߩ࡞࠺ࡕߟ߆ޔ߈ߢ߇ߣߎ⚵ࠅቯࠍᠲ߁ߣࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߖߐℂ論⊛ᒝߺ

ޔާߪߡߒߣ㗴ὐޔࠅ߅ߡߞᜬࠍ 1ިวℂ⊛ੱߩ⋡ᮡ߿ㆬᅢࠍ⁛┙ᄌᢙߡߒߣ․ቯࠆߔ

႐วߦ㉼⸂ߦ㗬ޔާߣߎߥ߃ࠍࠆߑࠄ 2ިวℂ⊛ㆬᛯ論ߢ߹ߊߪㇱಽಽᨆߎࠆ߹ߤߣߦ

 ޕ㧔ᑪᨋ[1997]: 79-81㧕ࠆߢߣ
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ߩℂ論ޔߢ߆ߥࠆ経ࠍォ឵ߥ⊛ℂ論ߪวℂ⊛ㆬᛯ論ࠆߌ߅ߦᴦ学ߦ߁ࠃߩߎޕࠆߡߒ

⺑ജߩᒝࠍߐ⹏ଔߦ㉼⸂ޔ߽ࠄ߇ߥࠇߐ㗬ߥ߃ࠍࠆߑࠄὐߣวℂᕈቯߢ㗴ࠍᛴ߃

 ޕࠆߡ

 

㧠 ␠会学ࠆߌ߅ߦวℂ⊛ㆬᛯ論 

 

ᴦ学ߪߢวℂ⊛ㆬᛯߪ࠴ࡠࡊࠕߩ経済学⠪ߡߞࠃߦขࠅߚࠇࠄࠇ㕙߇ᒝߚߞ߆

ߦ会学␠ޕߚߒᒁ‧ࠍวℂ⊛ㆬᛯ論߇ࠄ߆ߕߺ会学⠪␠ޔࠅߥ⇣ߣᴦ学ߪߢ会学␠ޔ߇

ޢ␆ၮߩ会ℂ論␠ޡߩࡦࡑ࡞ࠦ .J. Sޔߪߩߚߒߦ⏕ࠍᣇะᕈߩวℂ⊛ㆬᛯ論ࠆߌ߅

(1990 年)ޕ7߁ࠈߢᓐߩߢ߹ࠇߘޔߪ␠会学ߩᣇᴺߥ⊛ࡠࠢࡑ߇␠会ࠍ⺑߽ߩߚࠆߔ

ߎߚߡߒ化ࠬࠢ࠶ࡏࠢ࠶ࡉࠍℂ論ߩߡߟߦੱࠆߔ᭴ᚑࠍ会␠ߩࡠࠢࡑޔࠅߢߩ

ࠍߣߎࠆߢ㊀ⷐߡߞߣߦ⸂ߩ⽎会␠߇ᗧᕁቯㆊ⒟ߩߢ࡞ࡌࡠࠢࡒޔߒᛕ್ࠍߣ

ࠍⴕὑߦ߆ޔߒⴕേߢ߆ߥߩᯏ会᭴ㅧ߿⚂会⊛␠ߦ߆߇会⊛ੱ␠ޔߪᓐޕߚߒ␜

ㆬᛯ߁ߣ߆ࠆߔᗧᕁቯߦࠬࡠࡊߩวℂ⊛ㆬᛯࠍ࠴ࡠࡊࠕߩ↪ߢߩߚߒߣ߁ࠃߒ

߿ࠢࡢ࠻࠶ࡀࠆߔሽߦ㑆ߩੱߣੱߪวℂ⊛ੱߕ߹ޔߪᣇᴺߩࡦࡑ࡞ࠦޕࠆ

⋧ଐሽ㑐ଥࠍ߁ߣࠆߡߒ೨ឭߡߒߘޕࠆ߹ߓߪࠄ߆ੱߪߩ߆ࠄⴕὑࠆߔࠍ

߽▸ⷙߊߥߪߢߌߛ⠪ઁߩ⠪㧔․ቯઁߩⴕὑ⠪એᄖߪᗧᕁቯߩੱޔߦ႐วߩߘ߇ߛߩ

㧕ߡߒߘޕࠆࠇߐ࡞ࡠ࠻ࡦࠦߡߞࠃߦੱઁ߇⠪ࠄ߆ⴕὑࠍ࡞ࡠ࠻ࡦࠦߩฃࠆߌ

⒟ᐲߡߞࠃߦⴕὑ߇߹ޔࠍߣߎࠆㆬᅢߣ␠会⊛⚂ࠄ߆วℂ⊛ㆬᛯ⊛ߦዉ߈ઁޕߔ⠪

⊛┙⥄߫ࠇߌᒙޔߕ߈ߢ߇ߣߎࠆߔቯߦ⊛ਥ⥄ߪੱ߫ࠇߌᒝ߇ജࠆߔ࡞ࡠ࠻ࡦࠦߩ

߁ࠃߩߎߪࡦࡑ࡞ࠦޕࠆߢ会⊛⁁ᘒ␠ߩࡠࠢࡑ߇ᒻᘒߩ࡞ࡠ࠻ࡦࠦߩ⠪ઁߩߎޕߛ

ߢߩߚߌ㑐ㅪઃߦ会⊛ᒻᘒ␠ߩࡠࠢࡑࠍⴕὑߩੱߩࡠࠢࡒߚߠၮߦวℂ⊛ㆬᛯ論ߦ

 ޕߚߞ

ᓐߩวℂ⊛ㆬᛯߩ࠴ࡠࡊࠕ♽ߥࡠࠢࡑޔߪ␠会⽎ࠍ⺑ࡠࠢࡒߩߚࠆߔ⊛ၮ␆

ઃࠍߌਈߢ࡞ࡌࡠࠢࡒޔߪ࡞࠺ࡕߩࡦࡑ࡞ࠦޕߛߩ߽߁ߣࠆ߃วℂ⊛ㆬᛯ⊛ߦቯ

࡞ࡌࡠࠢࡒ߇ࠇߘߦࠄߐޔ߃ਈࠍᓇ㗀ߦ会⁁ᘒ␠ߩ࡞ࡌࡠࠢࡑޔ߇ㆬᛯߩੱࠆࠇߐ

߅ߦ会学␠ޕࠆߣࠍᒻᘒߩࡊ࡞ࡠࠢࡑ́ࡠࠢࡒ߁ߣࠆ߃ਈࠍᓇ㗀ߦㆬᛯߩੱߩߢ

࡞࠺ࡕߩߡߒߣ✚ޔ߇ࠆߡߞߣࠍ࠴ࡠࡊࠕ⟵ੱਥߦ⊛ၮᧄޔߪวℂ⊛ㆬᛯ論ࠆߌ

ߪ߁ߘޕࠆ߃ਈࠍ⺑߳ߺ⚵ߩࡓ࠹会ࠪࠬ␠ߥࡠࠢࡑޔ߈ߟ߮⚿ߦ⽎会␠ߥࡠࠢࡑߪ

ߔ⊑ࠄ߆ੱޔࠅߢߩࠆߔ⊑ࠄ߆ੱⴕὑߪࡊ࡞ࡠࠢࡑ́ࡠࠢࡒߩߎ߽ߡߞ

ࡑ࡞ࠦޕ8ߥߪߣߎࠆ㒱ߦࠫࡠ࠻࠻߁ߣ߆ࠆߔ⊑ࠄ߆ᢥ化߿会⊛ᐲ␠ޔ߆ࠆ

                                                  
7 ␠会学ࠆߌ߅ߦวℂ⊛ㆬᛯ論ߩᐢޔࠦߪࠅ߇ ߽ߦએᄖࡦࡑ࡞ S. ޔࠣࡃࡦ࠺ࡦD. K.
วℂ⊛ㆬߢߜߚ߆ᦨ߽ㄭߦ経済学⊛ᣇᴺࡠࠢࡒߪߢߎߎޔ߇ࠆࠇࠄߍ߽ߤߥࠬࠗ࡞

ᛯ論ࠍ♽ࠍߺߩࡦࡑ࡞ࠦߚߌߠขࠅࠆߍ(Heckathorn[2005])ޕ 
8 ᴦ学ߢᐲ論ߢ߆ߥߩ論ࠆࠇࠄߓวℂ⊛ㆬᛯ論ޔߪᣇᴺߩᢛวᕈࠆߌᰳߦὐࡠ࠻࠻ߢ

ߣ࡞ࡌࡠࠢࡒޔߪߣࠫࡠ࠻࠻߁ߢߎߎߒ߆ߒޕߚߴㅀߣࠆ߇ෂ㒾ᕈࠆ㒱ߦࠫ
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⊛วℂߩೋᦼࠆߌ߅ߦᴦ学ޔߢὐࠆߡߒ㊀ⷞࠍᓇ㗀ࠆ߃ਈߦੱ߇ᐲޔߪℂ論ߩࡦ

ㆬᛯ論ޔࠅࠃᐲ論ߚߟ߮⚿ߣวℂ⊛ㆬᛯℂ論ߦㄭߦ߁ࠃᕁޕࠆࠇࠊ 

ᴦ学ߩߣᲧセޔߣ߁ߢวℂ⊛ㆬᛯߥ⊛࠭ࡦ࠰ࡄߣ࠴ࡠࡊࠕߩ᭴ㅧᯏ⢻ਥ⟵⊛ࠕ

論ߊߒߒዋ߁߽ߡߒࠍ⟵ഞਥ߇ኻᲧߩߎߪߢ会学␠ޔߢ߃߁ࠆ⺆ࠍ㆑ߩ࠴ࡠࡊ

ޔࠅ߅ߡߒ㑐ㅪߣ㗴ߥ⊛⛔વߩ会学␠ޔߪวℂ⊛ㆬᛯ論ࠆߌ߅ߦ会学␠ޕࠆߡࠇࠄߓ

会⊛⒎ᐨ␠ߦ߆ࠄ߆㑵⁁ᘒࠆߔኻߦੱਁߩੱਁࠅ߹ߟޔේᆎ⁁ᘒߥ⊛࠭ࡉ࠶ࡎߪࠇߘ

⒎ᐨ⊛࠭ࡉ࠶ࡎߩߎޕߚߞߢ㗴ߥ⊛ᩮᧄߩߟߣ߭ࠆߌ߅ߦ会学␠߁ߣ߆ߔ߈ዉࠍ

㗴ߩ⸃ᣇᴺ߇࠭ࡦ࠰ࡄߡߒߣㅌߪߩߚߌഞਥ⟵⊛ᣇᴺޕࠆߢ␠会学ߒ߫ߒߪߢ

ޕࠆࠇߐ៰ᜰߣߥߡ߃ᝒߦ⏕ᱜࠍᆫߩ⟵ഞਥޔߪᛕ್ߩ߳⟵ഞਥߩ࠭ࡦ࠰ࡄ߫

ߣ߁ⴕࠍㆬᛯߚߠၮߦวℂᕈߩߡߒߣᚻᲑ́⊛⋠߇⟵ഞਥޔߪ࠭ࡦ࠰ࡄ߫߃ߣߚ

߇ࠆߔ៰ᜰࠍὐࠆߡߒήⷞࠍวℂᕈߩઁߩߘߚߞߣ␞⊛ⴕὑޔࠅ߅ߡߞ┙ߦ೨ឭ߁

(Parsons[1937]: 60)ߪࠇߎޔታ㓙ߪߦ日ߩวℂ⊛ㆬᛯ論߳ߩᛕ್ߦㄭߛߩ(⋓ጊ[1995]: 

ߞߣࠍ႐┙ߥ⊛ኻᾖߪ࠴ࡠࡊࠕ⊛⟵᭴ㅧᯏ⢻ਥߣ࠴ࡠࡊࠕวℂ⊛ㆬᛯߦ߁ࠃߩߎޕ(33

⒎ᐨ㗴ޕߚߞߢ࠴ࡠࡊࠕߩวℂ⊛ㆬᛯߪߦធ⋤ߪᛕ್ߩ࠭ࡦ࠰ࡄޔߩߩ߽ࠆߡ

ߩߎޔ߫ࠇ߃⠨ࠍᖱߩޔߪߣߎ߁ߣࠆߔ↪ࠍ࠴ࡠࡊࠕวℂ⊛ㆬᛯߦ 2 ᣇᴺߩߟ

 ޕࠆ߃ߣࠆߡߖߐࡃࠝࠬࡠࠢࠍ㗴㑐ᔃߢ会⊛⒎ᐨ␠ߪߢ会学␠߇

ࠕวℂ⊛ㆬᛯࠍ⒎ᐨ㗴ߢ会学␠ޕࠆࠇࠄߺ߽ߡߟߦဋⴧޔߪ㆑ߩߣᴦ学ߦࠄߐ

ᛒࠍဋⴧ㗴⥸৻ߥ⊛会␠߫ࠇߺߣဋⴧࠍ会⊛⒎ᐨ␠ࠆޔߪߣߎ߁ߣߊ⸂ߢ࠴ࡠࡊ

ߔᜰ⋠ࠍဋⴧ⥸৻ߚߒߦ␆ၮࠍ会⊛㑐ଥ␠ޔวℂ⊛ㆬᛯ論߽ߩࡦࡑ࡞ࠦޕࠆߢߣߎ߁

ℂ論ߡߒߣㇱಽဋⴧߪวℂ⊛ㆬᛯ論ߪߢᴦ学ߡߒኻߦࠇߘޕࠆߡࠇߐ▽᭴ߡߒߣߩ߽

⸂ℂߢวℂ⊛ㆬᛯ⊛⎇ⓥࠍ⽎ᴦߩㇱ৻ߚࠇࠄขࠅಾޔߊᄙ߇ߣߎࠆࠇߐ⺞ᒝ߇㕙ߩ

ߘޔߣวℂ⊛ㆬᛯ論ࠆߔ⺑ࠍ⽎ᴦߩࡠࠢࡒߪߢᴦ学ޔߡߞ߇ߚߒޕࠆߔߣ߁ࠃߒ

ࠆ߁ߒሽ߇ᛕ್߁ߣޔ߆߁ࠈߛߊߟ߮⚿ߦ߁ࠃߩߤ߇ᴦߥ⊛ࡠࠢࡑߚ集ߖነࠍࠇ

(ᑪᨋ[1999]: 80)ޕ 

એޔ␠会学ࠆߌ߅ߦวℂ⊛ㆬᛯ論ߦ߆߹߅߅ࠍⷰޔ߇ߚߒ␠会学ߩߢᛕ್ὐߩਛᔃ

␠ࠆߢ⽎ኻߩⓥ⎇ࠅ߹ߟޕࠆࠇࠊᕁߦ߁ࠃࠆߢߓหߣࠇߘߩᴦ学߷߶ޔߪߩ߽ߥ⊛

会߿ᐲߪวℂ⊛ㆬᛯ⊛ߢ࠴ࡠࡊࠕℂ⸃ߥ⊛࠭ࡦ࠰ࡄ߁ߣ߆ߩࠆ߈ߢ┙႐ߩࠄ߆ᛕ

್㧔ⷙ▸ޔ߿ⷙ▸ࠍᒻᚑߩߚࠆߔ⍮⼂ࠍ㊀ⷐⷞࠆߔ┙႐㧕ޔߣวℂ⊛ㆬᛯ論ޟߢෘޠ

วℂᕈࠍ⸳ቯޠ⭯ޟޔ߆ࠆߔวℂᕈࠍ⸳ቯ߁ߣ߆ࠆߔ㗴ߩ 2 ߁ࠃߚߴㅀߦߢߔޕߛߟ

㊀ߤ߶ࠇߤࠍᓇ㗀ࠆߌฃߓ߆ࠄࠄ߆ࠄࠇߘޔߦߐࠆߔಽᨆࠍ▸ⷙ߿ᐲߪ೨⠪ޔߦ

ⷞߩ⸘⸳ߩ࡞࠺ࡕ߁ߣ߆ࠆߔᣇߦ㑐ଥߪࠇߎޕࠆߡߒ⎇ⓥࠍⴕ߁ߩ㉼⸂ߩ㗴ߢ

⸂ࠄߥߗߥޕࠆ߃ߣߩ߽ߥ⊛⾰ᧄࠅࠃߡߞߣߦวℂ⊛ㆬᛯ論ߪᓟ⠪ߡߒኻߦࠇߘޕࠆ

ⷞὐᐢߦࠄߐߪߦߚߩߘޔࠅߢ㗴⺖ߩߡߞߣߦℂ論ࠆࠁࠄߩ会⑼学␠ߪ㗴ߩ㉼

                                                                                                                                                  
ߒ៰ᜰࠍᣇᴺߡߞߢ㗴߁ߣ߆ࠆߡિ߮ߦࠄߜߤ߇⍫ශࠆߌߟ߮⚿ࠍ࡞ࡌࡠࠢࡑ

߹ߚࠆࠇࠊᛒߢ߆ߥߩ会⊛㑐ଥ␠ޔߪᣇᴺߩวℂ⊛ㆬᛯ論ޕߥߪߢߌࠊࠆߡ

 ޕࠆߢห᭽ߣᴦ学ޔ(Portes[1998])ࠅ߽ߦ会学␠ߪ៰ᜰ߁ߣߔ߿ࠅߥߦ
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ޕߛࠄ߆ࠆߢቯࠆߌᓽઃ․ࠍวℂ⊛ㆬᛯ論ߪ㗴ߩวℂᕈޔ㕙ࠆߥߦᔅⷐ߇⠨ኤߩߢ

 ޕ9ࠆߔߦߣߎࠆߔ⠨ኤߺߩ㗴ߩวℂᕈቯߩ経済学ࡠࠢࡒߪߢ▵ᰴߡߞࠃ

 

㧡 ࡠࠢࡒ経済学⊛ߩߡߒߣ࠴ࡠࡊࠕวℂ⊛ㆬᛯ論ߣวℂᕈ 

 

એߢⷰޔߦ߁ࠃߚߒวℂ⊛ㆬᛯ論ߪᴦ学ߣ␠会学ߪߢߣㅢࠆߔㇱಽࠍᜬߟߟߜ

ㇱߩࠅߥ߆߇วℂ⊛ㆬᛯ論ޔߪߢߣ会学␠ߣᴦ学ޕࠆߡࠇߐ↪ߢᢥ⣂ߚߞߥ⇣ޔ߽

ಽࡠࠢࡒߢ経済学⊛ߦ࠴ࡠࡊࠕߥଐሽޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦࠇߘߒ߆ߒޕࠆߡߒวℂ⊛ㆬ

ᛯ論ࡠࠢࡒߪ経済学߁ߣࠆߡߞߥ⇣ߣ࠴ࡠࡊࠕߩਥᒛ߫ߒ߫ߒ߇⡞ࠆࠇ߆(e.g., ࡑ

วࠆߔᗐቯߩวℂ⊛ㆬᛯ論ޔߪⓥ⠪⎇ࠆߔࠍਥᒛߥ߁ࠃߩߎޕ([1996]ࠬࠪޔ࠭ࡦࡆࠞ࠶

ℂᕈߣ経済学ߩᗐቯߣࠆߡߞߥ⇣߇ߣࠇߘࠆߔ⠨ޕࠆߡ߃ 

࠰࡞ࠢࡦ࠰ࡦࡆࡠޔ߇ߩࠆࠇߐᲧ༙ߊࠃߡߒߣวℂ⊛経済ੱࠆߔᗐቯ߇経済学ࡠࠢࡒ

ߎޔߡߒߜᜬࠍߩߎ߫ߒ߫ߒޔߪⓥ⠪⎇ࠆߌ߅ߦ会学␠߿ᴦ学ޕࠆߢ㑆ⷰੱ⊛

ࠆߡߒਥᒛߣࠆߥ⇣ߪߣࠇߘߪวℂ⊛ㆬᛯ論ޔࠅߢᣇᴺߥ⊛経済学߇ࠇ (e. g., 

Elster[1989], ᶏ㊁[1993])ߩߎޕ┙႐ޔߣ߁߇ߚߒߦวℂ⊛ㆬᛯ論ߩᗐቯࠆߔੱߣߞ߽ߪ

㒢ቯวℂ⊛߃ࠁࠇߘޔߢਇቢోߥᖱႎ߆ߒਈߥߡࠇࠄ߃႐วߪߦᤨޔߒࠆ߇ቴⷰ⊛

㑆ੱߩ経済学ߡߒኻߦࠇߘޕࠆߢੱߥࠇߒ߽߆߁߹ߒߡߒࠍㆬᛯߥ⊛㕖วℂߡߺߦ

ࡊࠕࠆߡߒᗐቯࠍቢోᖱႎߣቢోวℂᕈޕࠆߡߒᗐቯࠍቢోᖱႎߣቢోวℂᕈޔߪⷰ

ߪߢࠇߘߒ߆ߒޔ߇ࠆ߈ߢߪߣߎ߁߹ߒߡߒ㒢ቯߣߛ࠴ࡠࡊࠕߥ⊛経済学߇ߺߩ࠴ࡠ

วℂᕈߩ෩ߒ㒢ቯߦߚߩᣇᴺ論⊛ੱਥ⟵߿⺑́Ṷ➈♽ࡠࠢࡒߩߤߥ経済学ߩᜬ

ߩೋᦼߡ߅ߦᴦ学߫߃ߣߚޕ߆߁ࠈߛߥࠄߥߦߣߎࠆࠇߐቯุ߇߽ߢ߹ὐߩઁߟ

วℂ⊛ㆬᛯ論⠪ޔߪࠄࡦ࠽ࡖࠠࡉ߿ࡠࠕߚߒ₂⽸ߡߒߣวℂᕈቯߡߟߦᘕ㊀ߦ⺑

 ޕߚߡߒ

⇐ޔߡߟߦวℂᕈߩੱࠆߥߣၮḰߩᢿ್ޔߢޢੱ⊛⹏ଔߣ会⊛ㆬᛯ␠ޡ߇ࡠࠕ

ࠍᜬߪߣߎࠆߡߖߚᵈ⋡ߦ୯ࠍ࠼࡞ࠗࡖ࠴ࠬࡠߪࡠࠕޕࠆߔࡖ࠴ࠬࡠޔࠄ߇ߥߍ

論ޔߡߒኻߦߣߎߚߴㅀߣޠࠆ߇ᗧߦߣߎࠆߔᗐቯࠍวℂ⊛ੱ㑆߇経済学ޟ߇࠼࡞ࠗ

ℂ⊛ᔅὼᕈߣߥߪᵈᗧࠍଦࠆߡߒ(Arrow[1951(1963)] )ੱ߇ࡠࠕޕ㑆ߪวℂ⊛ࠆߢ

ߢ⟵ᗧߦ߈ߣࠆߔಽᨆߡߞขࠅಾࠍㇱ৻ߩ⇇ߡߟߦ᭽ᘒߩߟ㧝ޔߪߩࠆߔᗐቯߣ

ޔߒߥߪߢߩࠆߔቯߣࠆߢ߁ߘߡߟߦ㑆ⴕേੱߩߡోޔߡߞߢࠄ߆ࠆ߃⠨ߣࠆ

ࠆߔᗐቯࠍߺߩቢోวℂᕈ߇࠴ࡠࡊࠕߩ経済学ࡠࠢࡒޔߡߞ߇ߚߒޕߥ߽ࠅ߽ߟߩߘ

ᔅⷐᕈ߽↢ࡠࠢࡒߪࡠࠕޕߥߓ経済学⊛ᣇᴺࠍᴦ学ߦᔕ↪ࠢࡒޔ߈ߣࠆߔߣ߁ࠃߒ

                                                  
9 ᧄႎ๔ߪߢขࠅޔ߇ߥߍวℂ⊛ㆬᛯߩ▸࿐ౝ⒎ߢᐨ߿วᗧߩߚߊ▽ࠍഞਥ⟵ື学

߫߃ߣߚޕࠆ߇論⼏ߩ J. ߿࠭࡞ࡠ D. ࠧߩࠛࠖ࠹⼏論ߪวℂ⊛ㆬᛯߣ߫߇ߣߎࠆࠇ

ߣ࠴ࡠࡊࠕ⊛経済学ࡠࠢࡒࠍวℂ⊛ㆬᛯޔࠅߢ⇵▸ߩ୶ℂ学ߪ論⼏ߩࠄࠇߘޔ߇ࠆ

ᗵ⊛ᗐޟߥ⊛⟵ഞਥߪߦߚ߁ⴕࠍวℂ⊛ㆬᛯޔߚ߹ޕߚߒ㒰ᄖߪߢᧄႎ๔ࠆߺߡߒ

ജ߇ޠ㊀ⷐ߁ߣࠆߢᜰ៰߽㒰ᄖߚߒ(႐[1992])ޕ 
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ߒ⸂ੌߦචಽࠍߣߎࠆߢߡߒߣᚻᲑߥ⊛ଢቱߪߩࠆߡߒቯࠍቢోวℂᕈ߇経済学ࡠ

ߒ៰ᜰࠍߣߎߥߒ⋪⍦ߣวℂ⊛ㆬᛯ論߇ℂ論࠻ࠢࡍࠬࡠࡊߪ⮮߫߃ߣߚޕߛߩߚߡ

ޕࠆ߈ߢ߽ߣߎࠆ߹ߪߡ߽ߦ࠴ࡠࡊࠕߩ経済学ࡠࠢࡒࠍࠇߎޔ(⮮[1998])߇ࠆߡ

経済学ℂ論ߦᔃℂ学ߩ⍮ࠍขࠅㄟ߽ࠆߔߣ߁⹜߽ߦߢ߹ࠇߎߪߺⴕޔࠅ߅ߡࠇࠊH. A. ࠨ

⺞ᒝࠍߣߎࠆࠇߐ㒢ࠍᢿ⢻ജ್ߩߘߡߞࠃߦ⢻ജ߿㑆ᤨ߇ੱߥ⊛㒢ቯวℂޔߪࡦࡕࠗ

ㄭߦታࠅࠃޔ߇ᣇߩੱߟᜬࠍ⢻ജߚࠇࠄ㒢߽ࠅࠃੱࠆߔᗐቯࠍቢోวℂᕈޔ߇ࠆߔ

ߎࠆߔቯᑼ化ߡߒߣ⺑ߩวℂ⊛ㆬᛯ論ޔ߫ࠇߢߩࠆ߃ਈࠍ࠻࠶ߩㆬᅢߥㆬᛯน⢻

วℂᕈߪ経済学ࡠࠢࡒޔ߫ࠇ߃⠨ߦ߁ࠃߩߎޕ(Simon[1986]) ࠆߢน⢻ߦ⊛ℂ論ߪߣ

ቯޕࠆ߈ߢ߽ߣߎࠆߔߊ✭ࠍ 

วℂޔߢᣇ৻ߚ߈ߡߒቯุࠍቯߩวℂᕈᒝ߇วℂ⊛ㆬᛯߩ会学␠߿ᴦ学ޔߒ߆ߒ

ᕈቯߪߢ࡞࠺ࡕߚ✭ࠍℂ論ߩ⺑ജ߇ߐ߹ߦᱷࠍߣߎࠆᔓߎޕߥࠄߥߪߡࠇ

ޔ߇ࠆߡߒߦ␆ၮࠍวℂᕈ⊛⋠ߦ⊛ၮᧄߪวℂ⊛ㆬᛯ論ޕࠆ߇⇇㒢ߩวℂ⊛ㆬᛯ論ߦߎ

ߢㅀޔߦ߁ࠃߚߴวℂᕈߩቯࠍᄌ化ޕࠆ߈ߢ߽ߣߎࠆߖߐ㊀ⷐߩߎߪߩࠆߢวℂᕈ

ߦ߆ࠄࠍ߆ߩࠆ߈ߢ論⼏ߢ࠴ࡠࡊࠕߩวℂ⊛ㆬᛯߢ߹ߎߤޔߡߟߦ႐วࠆߔ✋⎕߇

ᜬࠍജ⺑ߩቯ৻ߡߒߣ᥉ㆉ⊛ℂ論ޔߪวℂ⊛ㆬᛯ論ࠆߔᗐቯࠍวℂᕈᒙޕߛߣߎࠆߔ

ࠆߔᱜୃࠍߐ߹ߩวℂᕈ߇วℂ⊛ㆬᛯ論ޕ10(ጊ[1992]: 4⋓)ࠆߡࠇࠄ߇ߣߎߟ

⠨ߣࠆ߇น⢻ᕈࠆ߇ᐢߢ⥸会⑼学ో␠ߕࠄߥߺߩ経済学⊛ᣇᴺ߽経済学ࡠࠢࡒޔߢߣߎ
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ਥⴕേߣᗧ集⚂ࠪࠬࡓ࠹㧦 

ઍᐲ経済学ࠆߌ߅ߦዷ㐿ࠄ߆ 

 
⮮↰ஜⴡ↢大学ක学ㇱ㕖Ᏹൕ⻠Ꮷ 

ฬฎደ大学大学㒮経済学⎇ⓥ⑼⎇ⓥ↢  ᳯญᦶ 

㧔ࠠࡦ࠲⎇ⓥຬ㧕 

 
ⷐᣦ 
 

ᧄႎ๔ߪ㧘ઍᐲ経済学ࠆߌ߅ߦਥⴕേߦኻࠆߔℂ⸃ࠍ㧘․ߦਥห჻ߩߢⴕേߩ

⇣⾰ᕈ߿ᄙ᭽ᕈ߇ᅤࠆߥᒻߢ⺑߁ߣ߆ߩࠆߡࠇߐⷞὐࠄ߆⏕ߞࠃߦߣߎࠆߔߦ

⋠ߥ߈大ࠍߣߎࠆ߃⠨ߡߟߦᣇะᕈࠆ߁ߒዷ㐿ߩᓟ߇㧘ઍᐲ経済学ߪߊ߈㧘大ߡ

 ޕࠆߔߣ⊛

ߩએਅߪߊ߈㧘大ߡߓㅢࠍႎ๔ߩ㧘৻ㅪߡߒߘ  2㗄⋡ߦ㑐ࠆߔౝኈࠍᨆޕࠆߔ 

㧔1㧕ઍᐲ学ᵷߩ⠌ᘠߦၮߊߠਥⴕേℂ⸃߿㧘ࡦࠝࠪࡘࠡ学ᵷ࠘࠻ࡆࡂࠆߌ߅ߦ

ߥߒᢢߦⴕേߩቯ․߇ਥⴕേߦ․㧘ߢਅߩᐲࠆ㧘߇⸂㑆ਥℂੱߚߒ↪េࠍࠬ

⁁ᴫ߽⺑߁ߣࠆ߁ߒὐߡ߅ߦ㧘߹ߚ㧘ਥⴕേࠍ㧘วℂᕈ߿ㆡᔕᕈ߁ߣⷞὐߺߩ

ߣࠆߡߒࠍน⢻ᕈࠆ߁ߒ⸂ℂ߽ࠄ߆ⷞὐ߁ߣᴦ⊛㕙߿ᢥ化⊛㕙ߩߘ㧘ߕࠄߥ

 ޕࠆߢߣߎ߁ߣࠆ߁ߜᜬࠍ⟵ᗧߥ߈大ߦ․㧘ߡ߅ߦὐ߁

㧔2㧕ઍᐲ学ᵷࡦࠝࠪࡘࠡ߿学ᵷ߇࠴ࡠࡊࠕߩ㧘␠会⊛ߥ᭴ㅧᄌ化߿⻉ᐲߩᄌ

化ᤨߩਥⴕേࠍ⺑ⷰ߁ߣὐߡ߅ߦ㧘ᣂᐲ学ᵷ߿Ყセᐲಽᨆߣ࠴ࡠࡊࠕߩᲧ

セߡߒ⋧ኻ⊛ߦ㊀ⷐߥᓎഀߣ㧘ᣂߥߚಽᨆኻ⽎ࠍಾࠅᜏߊᓎഀࠍߣᜂޕࠆߢߣߎ߁ߣ߁ 

 

1㧚ߦߓߪ 
 

ߎߎ 20 年ߩࠅઍᐲ経済学ߩዷ㐿ߪ㧘経済学ో⥸ߦኻߡߒ㧘ߩߘ⎇ⓥ㗔ၞ߿ಽᨆኻ

߃⸒ߦ㧘◲ẖࠅ߹ߟޕߚ߈ߡ߃ਈࠍᓇ㗀ߡߒኻߦ⥸㧘経済学ోߡ߅ߦὐ߁ߣᒛߩ⽎

߫㧘ޟᐲޠ㧩ޟᏒ႐ขᒁߕࠄߥߺߩ㧘ᴦ⊛ᢥ化⊛ߥ⢛᥊ࠍ〯߹ߟߟ߃㧘␠会経済ࠍ論

 ޕࠆߢߣߎ߁ߣߚ߈ߡߖߐᶐㅘࠍ⸂ℂ߁ߣޠ࡞࠷ࠆ߁ߓ

㧘ઍᐲ経済ߦ․㧘ߪ㧘ᧄႎ๔߃߹〯ࠍ₂⽸ࠆߔኻߦ⥸経済学ోߩߢ߹ࠇߎߚߒ߁ߘ

学ࠆߌ߅ߦਥߦኻࠆߔℂ⸃ߡߟߦᵈ⋡ߡߒ⼏論ࠍዷ㐿ࠍߣߎࠆߔ⹜ࠄߥߗߥޕࠆߺ㧘

ᐲ㧔ᔨ㧕߇㧘経済学ో⥸ߡ߅ߦ㧘Ꮢ႐⽎ߕࠄߥߺߩᴦ⊛ᢥ化⊛⽎߽ߤߥട

ߢਅߩ㧘ᐲ߫ࠇߔߣࠆߡߒࠍὐߚࠇఝߌࠊࠅߣ㧘ߢὐ߁ߣߊឬࠍ会経済␠ߡ߃

ขࠅᛒࠆࠇࠊਥ㧔ੱ㑆㧕߽߹ߚ㧘ᣢሽߩ経済ℂ論ߡ߅ߦขࠅᛒߥ߁ࠃࠆߡࠇࠊวℂ

ߡߒߣሽࠆ߁ߌߠ⟎߽ߡߞࠃߦᣇᴺ߿ⷞὐߩߪߣࠇߘ㧘ߕࠄߥߺߩߡߒߣሽߥ⊛

ᛠីࠆߔน⢻ᕈࠍ⠨߇ߣߎࠆ߃㊀ⷐߣ߆ߥߪߢߩߥᕁߣࠆߔ⸒឵ޕࠆߢࠄ߆ࠆࠇࠊ㧘

経済学ߡ߅ߦ㧘ਥࠍวℂ⊛ߥሽߡߒߣขࠅᛒ߁ਛߢ㧘論ℂߒߥℂ論ᝥ⽎ࠇߐ

㧘ᐲ経済学ߢߣߎࠆߡᒰࠍశߦߚᣂߦ㕙ߚߒ߁ߘ㧘ߦࠄߐ㧘ߒ⏕ࠍ㕙ߥ᭽ࠆߡ

␜ឭࠍಽᨆⷞⷺߩߚߩߘߣਥߥ߆⼾㧘৻ጀߡߒኻߦ⥸経済学ోߪߡ㧘߭ߡߒኻߦ

ಽᨆߊߠၮߦਥߚߒ߁ߘ㧘ߦࠄߐޕࠆߢߣߎ߁ߣ߆ߥߪߢߩߥน⢻߇ߣߎࠆߔ

ࠄ߃⠨߽ߣߊߟ߮⚿ߦዷ⊑ߥ⊛ಽᨆ⊛ℂ論ߩᐲ経済学߽ߣߊߥዋߦ⊛᧪㧘ߪዷ㐿ߩ

 ޕࠆࠇ

એߩ᭽ߥႎ๔⠪ߩ㗴ᗧ⼂ࠍ⢛᥊ߡߒߣ㧘ᧄႎ๔ߪߢ㧘ઍᐲ経済学ࠆߌ߅ߦਥ

ⴕേߡߟߦ㧘․ߦਥⴕേࠆࠇࠄⷰߦᄙ᭽ᕈ߿⇣⾰ᕈⷰ߁ߣὐࠄ߆ℂ⸃ࠃߦߣߎࠆߔ

 ޕߚߒߣ⊛⋠ߥ߈大ࠍߣߎࠆߔໂ␜ߡߟߦน⢻ᕈߩዷ㐿ߩᓟߩ㧘ઍᐲ経済学ߡߞ

ዏ㧘߁ߢߎߎ㧘ਥⴕേߩᄙ᭽ᕈߒߥ⇣⾰ᕈࠍ⪲⸒߁ߣ㧘ฦਥ߇㧘ਥห჻ߢ



Ყセߚߒ႐วߦ㧘ߩߘⴕേㆬᛯߩߘ߿ታ〣ߩ႐㕙ߡ߅ߦ㧘㧔1㧕ฦߩޘਥ߇㧘ᜬ⛯⊛ߦ

ਥ⊛ߟ߆⢻േ⊛ࠆߥ⇣ࠆ߁ࠅߢ⒟ᐲߩน⢻ᕈ߿㧘⇣ࠆߥㆬᛯ⢇ࠍᜬ߁ߣ߆ࠆߡߞ

ᗧߡߞࠃߦⓥ⠪⎇ޘ㧘ᚒߡߞࠃߦⷞⷺ߿ၮḰࠆߥ߆㧘߇ⴕേߩਥߚߒ߁ߘ㧘㧔2㧕ߣߎ

ߣߎ߁ߣ߆ࠆ߁ࠇߐ㉼⸂ߌߠ㧘ࠄࠇߎ 2 ߈߅ߡߞᢿ੍ࠍߣߎࠆߔ↪ߢᗧߩߟ

 ޕߚ

㧘ᣂᐲ学ᵷ㧘Ყセᐲಽᨆ㧘ߥ⊛ઍߦ․㧘ߡߒߣ㧘ઍᐲ経済学ߪߢ㧘ᧄႎ๔ߚ߹

ઍᐲ学ᵷ㧘ࡦࠝࠪࡘࠡߡߒߘ学ᵷ㧘ࠄࠇߎ 4学ᵷࠍ࠴ࡠࡊࠕߩขࠅޕࠆߍ  

 ޕߊߡ進ߡߞࠃߦ᭴ᚑߥ᭽ߩ㧘એਅߪႎ๔ߩ㧘৻ㅪߡߒߘ

ߣ߆ߩࠆߡࠇࠊᛒࠅขߢᒻࠆߥ߆߇㧘ਥⴕേߡ߅ߦ㧘ઍᐲ経済学ߪߕ߹

ߒ߁ߘ㧘ߢߩߘޕࠆߔ⸂ℂࠄ߆ὐⷰ߁ߣᕈ⾰⇣ߣᄙ᭽ᕈߩ㧘ਥⴕേߡߒ㑐ߦߣߎ߁

߆ߩࠆߡࠇࠄߓ論ߢᒻࠆߥ߆ߢਅߩᐲࠆ㧘ߦ․㧘߇ᕈ⾰⇣߿ᄙ᭽ᕈߩਥⴕേߚ

ࠄࠇߎޕࠆߔ⸛ᬌߡߟߦߣߎ߁ߣ 2 ⷐߩ㧘౨㗡ߪߊ߈㧘大ߢߣߎࠆߔีࠍౝኈߩߟ

ᣦߡ߅ߦឭ␜ߚߒ 2㗄⋡ߩౝኈࠍᨆߒ㧘ႎ๔ޕࠆ߃⚳ࠍ 

 

2㧚ਥⴕേߡߟߦ㧦ᄙ᭽ᕈߣ⇣⾰ᕈߩⷞὐࠄ߆ 

 
2㧚1 วℂ⊛ߥⴕേߦኻࠆߔℂ⸃ᷓߩ化 

経済学ో⥸ߡ߅ߦ㧘ߌࠊࠅߣ㧘ࡠࠢࡒ経済学ߡ߅ߦઍ⊛ߥ৻⥸ဋⴧಽᨆߪߢ㧘

⍮ߩㅢࠅ㧘วℂ⊛ߥਥ߇ߣߎ߁ߣᗐቯࠅ߅ߡࠇߐ㧘ߩߎቯࠇߘ⥄ߩᤚ㕖߇ࠇࠊ

 ޕࠆߢή⊝ߪߣߎࠆ

ࠍ⸂㧘ਥⴕേℂߪࠇߘ㧘ߣߔ⋤⸒ߡߒࠄᾖߦ論⼏ߩߢ㧘ᧄႎ๔ߡߞࠊ㑐ߦቯߩߎ 

⠨ࠆ߃ߢ㧘એਅߩ 3 ὐߩ⠨ᘦ߈ߴߔ論ὐࠍឭଏߣࠆߔ⠨ߕ߹ޕࠆࠇࠄ߃㧘㧝ὐ⋡ߡߒߣ

㧘ߡߒߣ⸂ℂࠆߔኻߦ⥄ࠇߘ㧕ࠇߢડᬺࠇߢਥ㧔ੱࠆߔߣ⽎ಽᨆኻ߇㧘経済学ߪ

วℂ⊛ߥሽߡߒߣℂ⸃ࠆߔ┙႐߁ߣࠆߡߞ┙ߦὐࠅߢ㧘ᰴߩ 2 ὐ⋡ߪߡߒߣ㧘ಽ

ᨆᚻᴺߡߒߣ㧘߹ߚ論ℂ⊛ߥ⺑ᚻᲑߡߒߣ㧘ߩ߆ࠄဋⴧ⸃ࠍዉ߇ߣߎࠆߔ೨ឭߐߣ

ߩ㧘ᦨᓟߡߒߘޕࠆߢὐ߁ߣࠆߡࠇ 3 ὐ⋡ߪߡߒߣ㧘ዉߦ⸂ߚࠇߐኻߥ㉼⸂ࠆߔ

ߐ㉼⸂㧘ߌߠ㧘ᗧߡߒߣߩ߽ߔࠍ⋦᭽ࠆߥ⊛㧘␠会߇⸂ࠆ㧘ߡߒߣߌߠᗧߒ

 ޕࠆߢὐࠆߡࠇ

ࠄࠇߎ㧘ߦ㧘ᰴߡߐ  3 ᛒࠆߔኻߦਥࠆߌ߅ߦ㧘ઍᐲ経済学ߢᒻߚߒහߦ論ὐߩߟ

 ޕࠆߺߡߌะࠍ⌒ߡߟߦಽᨆᚻᴺߚߒߣ೨ឭࠍࠇߘ㧘ߣᣇ

㧘第ߕ߹ 1 㒢ቯวޟߪߊ߈㧘大ߦ㧘ߪߢᲧセᐲಽᨆߣ㧘ᣂᐲ学ᵷߡߒ㑐ߦ論ὐߩ

ℂ⊛ߥޠሽߩߡߒߣਥ߇ቯߚ߹ޕࠆߢߣߎ߁ߣࠆߡࠇߐᰴߩ第 2 㑐ߦ論ὐߩ

ࠆࠇߐዉߢᒻߚߒᒛࠍ⺑Ꮢ႐ࠆߌ߅ߦ㧘৻⥸ဋⴧಽᨆߡߞࠃߦ㧘ᣂᐲ学ᵷߪߡߒ

ⶄᢙဋⴧ⸃߇㧘߹ߚ㧘Ყセᐲಽᨆߡߞࠃߦ㧘進化ࠥࠍࡓ↪ߚߒⶄᢙဋⴧ⸃߇㧘ࠇߘ

ࠆߡࠇߐ␜ឭࠇߙ 1㧕ޕ  

ᦨᓟߩ㧘第 Ꮢࠆߌ߅ߦ㧘㧔৻⥸ဋⴧಽᨆߡ߅ߦ㧘ᣂᐲ学ᵷߕ߹㧘ߪߡߒ㑐ߦ論ὐߩ3

႐⺑ߩᒛࠆߓ↢ߡߞࠃߦ㧕␠会ޟࠆߌ߅ߦขᒁ⾌↪ߩޠ大ߐ߈㧔Ⴧᷫ㧕ߩ⒟ᐲ߇㧘឵

ߦ㧘ᣂᐲ学ᵷߡߒߘޕࠆࠇߐࠊ㧘߇⒟ᐲߩല₸ᕈߩḮ㈩ಽ⾗ࠆߌ߅ߦ㧘␠会ߣࠆߔ⸒

⠨ߣ߁ᜂࠍᓎഀߥ߈大ߡߒߣߩ߽ࠆߖߐߓ↢ࠍᏅߩ⒟ᐲߩ↪⾌ขᒁߩߎ㧘ߪ㧘ᐲߡ߅

ဋⴧ⁁ᘒࠆ㧘ࠆ⥋ߡߓㅢࠍࡓ㧘進化ࠥߪߡ߅ߦ㧘Ყセᐲಽᨆߚ߹ޕࠆߡࠇࠄ߃

                             
1㧕進化ࠥߪࡓ㧘એਅߩ 2 ὐߡ߅ߦ㧘ࠥࡓℂ論ࠆߥ⇣ߣᚻᴺࠆߢ㧔e.I.㧘ષ↰㧘2002㧕ޕ 

第 1 ߡ߅ߦࡓ㧘進化ࠥߡߒኻߦߩࠆࠇߐᗐቯ߇ㆬᅢߩࡗࡊߪߡ߅ߦℂ論ࡓࠥߩ㧘ㅢᏱߦ

第ޕࠆߢὐࠆߡࠇࠄ߃ᦧߺ⺒ߡߒߣᒻᑼߩⴕേߩࡗࡊߪ 2 ⶄᢙࠆࠇߐዉߡߞࠃߦࡓ㧘ࠥߦ

ဋⴧ߇㧘ㅢᏱࡓࠥߩℂ論ߪߡ߅ߦ㧘ᦨㆡ化ߒߥḰᦨㆡ化߁ߣⷞὐߦߩࠆࠇߐ㉼⸂ࠄ߆ኻߡߒ㧘進

化ࠥߪߡ߅ߦࡓㅢᤨ⊛ޟߥㆡᔕޟ߿ޠᶿ᳸߁ߣޠⷞὐࠆࠇߐ㉼⸂ࠄ߆ὐࠅ߹ߟޕࠆߢ㧘進化ࠥ

୮ᮨ߿学⠌ߢ㑆ߩࡗࡊࠆ߃⸒ߣ⊛⢻േߡߴᲧߣࡗࡊࠆߌ߅ߦℂ論ࡓ㧘ࠥߪߡ߅ߦℂ論ࡓ

 ޕࠆߡࠇࠄ߃⠨ߣࠆ߁ߒᄌ化߇ဋⴧ⁁ᘒ߿ᣇࠅߩᒻᚑߩဋⴧߦ⊛㧘ㅢᤨߡߞࠃߦߣߎࠆࠇࠄߍᐢࠅ➅߇



 ޕࠆߡࠇߐ⸂ℂߡߒߣᐲ߇

એߩౝኈߣࠆߣ߹ࠍ㧘ᣂᐲ学ᵷ߿Ყセᐲಽᨆࠆߌ߅ߦਥⴕേߣಽᨆᚻᴺ߇㧘

大ߪߊ߈㧘ࡠࠢࡒࠆࠁࠊ経済学ߩᑧ㐳ߦ⟎߇ߣߎࠆࠇࠄߌߠ㧘߹ߪߕ㧘⏕ޕࠆ߈ߢ 
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ℂ⸃ࠆߔߢ㧘ᣂߥߚ論ὐ߿⺖㗴ࠍឭޕߥߪߢߩ߽ࠆߔ 

㧘第ߒ߆ߒ 2 ߆ߩࠆߔ⸂ℂࠄ߆ὐⷰࠆߥ߆ࠍᕈ⾰⇣߿ᄙ᭽ᕈࠆࠇࠄߺߦ㧘ਥⴕേߦ

ᄙరࠍ㧘ਥⴕേࠄߥߗߥޕࠆࠇࠊᕁߣࠆߡߓ↢߇ߩ㧘ౣ⠨ߪߡߞᎼࠍߣߎ߁ߣ

㧘ߪߦ⊛ౕࠅࠃ㧘ߡߞࠃߦዷ㐿ߩ㧘⍮⑼学߇ᔅⷐᕈߩߣߎࠆߔᛠីߡߠၮߦⷞὐߥ⊛

ઍᐲ学ᵷߡߞࠃߦឭߣࠆߔ⸒឵ޕࠆߢࠄ߆ࠆߡࠇߐ㧘ᣂᐲ学ᵷ߿Ყセᐲಽ

ᨆ߇㧘วℂᕈ߿ㆡᔕᕈߚߞߣ৻ర⊛ߥၮḰߩਅߢ㧘߇ࠇߘ㆐ᚑࠆࠇߐฦਥߩ⒟ᐲߩ㆑

学ࠄࠇߘ㧘߇㧘ઍᐲ学ᵷߡߒኻߦߩࠆߔ⺑ࠍᕈ⾰⇣߿ᄙ᭽ᕈߩ㧘ਥⴕേߡߒߣ

ᵷߦ࠴ࡠࡊࠕߩኻߡߒ㧘大߫߃⸒ߊ߈㧘経済ℂ論ో⥸ߦኻߡߒ㧘৻ర⊛ߥၮḰߡߞࠃߦ

ᛠីߥ߃ࠇߐⴕേߩሽߩߘߣಽᨆߩᔅⷐᕈࠍᜰ៰ޕࠆߢࠄ߆ࠆߡߒ 

⊛ᴦ⊛ᢥ化ߩ߆ࠄߦ㧘ਥⴕേ߫߃㧘ߣ߁⸒ߦ⊛ౕߒዋ߁㧘߽ߡߟߦࠇߎ

ޕࠆߡࠇߐ៰ᜰ߽ߡߞࠃߦ学ᵷߩࠇߕ㧘ߪߡߒ㑐ߦߣߎࠆߔ㑐ㅪ߇会⊛ⷐ࿃␠ߥ▸ᐢߥ

ߣࠆߥ⇣ߢ学ᵷ㑆ߪߡߞᎼࠍᣇᛒࠅขߩߡߟߦⷐ࿃ߚߒ߁ߘ㧘ߢᣇ৻ߩߘ㧘ߒ߆ߒ

ಽᨆߩߘߪࠆ㧘ߪߡ߅ߦ⺑ߩᲧセᐲಽᨆ߿㧘ᣂᐲ学ᵷࠅ߹ߟޕࠆߢߣߎ߁

ᚻᴺߪߡ߅ߦ㧘ᢥ化⊛ⷐ࿃߿ᴦ⊛ⷐ࿃߇㧘論ℂ㧘㧔㒢ቯ㧕วℂ⊛ߥⴕേߒߥⅣႺㆡ

ᔕ⊛ߥⴕേࠍ⠨ࠆ߃ߩߢ 1 ᄌᢙߡߒߣ᭴ᚑߦߩࠆࠇߐኻߡߒ㧘ઁᣇ㧘ઍᐲ学ᵷߩ⠌

ᘠࡦࠝࠪࡘࠡ߿学ᵷߡߞࠃߦេ↪ߩࠬ࠘࠻ࡆࡂࠆࠇߐ⺑ߪߡ߅ߦ㧘ᢥ化⊛ⷐ࿃߿

ᴦ⊛ⷐ࿃ߪ㧘1ᄌᢙߡߒߣ᭴ᚑߊߥߣߎࠆࠇߐ㧘ࠄࠇߘⷐ࿃߇ߩ߽ߩߘ㧘ਥⴕേࠍℂ⸃

 ޕࠆߢߣߎ߁ߣࠆߡߞߥߦⷞὐߒߥၮḰߩߟ㧝ߩߢࠆߔ

㧘第ߒ߆ߒ 3 ࠍⴕേේℂߊߠၮߦ㧘⠌ᘠࠇߌฃࠍឭ᩺ࠆࠃߦ㧘ઍᐲ学ᵷߦ㧘ߦ

ฃኈߒ㧘ᣂߥߚಽᨆࠍዷ㐿߽ߡߒߣࠆߔ㧘㧔a㧕ߩᚲ㧘ဋⴧಽᨆߦᢜౕࠆ߁ߒ⊛ߥ

ᚻᴺߣߎߥߡࠇߐ┙⏕߇㧘㧔D㧕ߩࠄࠇߘዷ㐿ߡߞࠃߦ㧘ዋ߽ߣߊߥ㧘ઍᐲ経済学

ߞᜬࠍน⢻ᕈࠆ߁ࠍℂ論⊛ᚑᨐ߿ⓥ㗔ၞ⎇ߥߚᣂࠆߥ߆㧘߽ߡߒߣߚߞ㒢ߦ⽎ኻ߁ߣ

 ޕࠆߡߒᱷࠍ㗴ߩߟ㧞ࠄࠇߎ㧘ߣߎࠆߢਇ⍎ߛᧂ߇߆ߩࠆߡ

第ߩߎ㧘ߪߢ┨㧘ᰴ߃ࠁࠇߘ 3 ․㧘߇ᕈ⾰⇣߿ᄙ᭽ᕈߩ㧘ਥⴕേߢᒻࠆࠊ㑐ߦౝኈߩ

ࠃߦߣߎࠆߔ⸛ᬌࠍߣߎ߁ߣ߆ߩࠆߡࠇࠄߓ論ߢᒻࠆߥᅤߡ߅ߦ㑐ଥߩߣᐲߦ

 ޕߚߒߦߣߎߊߡᷓࠍ論⼏ߦࠄߐ㧘ߡߞ

 

3㧚ᗧ集⚂ࠪࠬࡓ࠹㧦ᐲߩਅߩߢਥⴕേߩⷞὐࠄ߆ 
  

ઍᐲ経済学ߡ߅ߦ㧘ߪࠆᐲࠍ⎇ⓥኻ⽎ࠆߔߣᴦ学߿␠会学߽ᐢ▸ߥ

␠会⑼学ో⥸ߡ߅ߦ㧘ᐲࠍߡߒߣ࡞࡞ߩ߆ࠄℂ⸃ࠆߔ⸃ߪᏱ⼂⊛ࠄߐޕࠆߢ

ฃߊ㧘ᐢ߽ߡߟߦߣߎ߁ߣࠆ߇ᓎഀࠆߔ⚂ߢᒻߩ߆ࠄࠍ㧘ਥⴕേߦ㧘ᐲߦ

ኈޕࠆߡࠇߐ 

 ᧄ┨ߪߢ㧘ߚߒ߁ߎ㧘ᐲߦ㑐ࠆߔℂ⸃ࠍ೨ឭߡߒߣ㧘大ߪߊ߈㧘ᐲߣਥߩߣ㑐ଥ

ᕈࠍ⠨ߩߎޕߊߡ߃㓙ߦ㧘೨┨ߩߢᬌ⸛ࠍ〯߹ߡ߃㧘⼏論ߩὶὐࠍᰴߩὐߟޕߊ⟎ߦ߹

ߘߎ㆑ߩⷞὐ߿⒟ᐲߦਥⴕേ߽ߡ߅ߦ学ᵷߩࠇߕ㧘ߡ߅ߦ㧘ઍᐲ経済学ࠅ

㧘ઍᐲߣࠆ߃߹〯ࠍߣߎࠆߡࠇߐ⺑߇ᄙ᭽ᕈ߿ᕈ⾰⇣ߦⴕേߩߢ㧘ਥห჻ࠇ

経済学ߡ߅ߦ㧘ߚߒ߁ߘ⻉ਥ߇㧘ࠆᐲߩਅߢ㧘ࠆ․ቯߦ࡞࡞ߩᓥߣ߁⺑ߔ

ᄙ᭽ᕈ߿ᕈ⾰⇣ࠆࠇࠄⷰߦⴕേߩਥห჻ߩߢਅߩᐲࠆ㧘ߪࠆ㧘߇論ℂ߿ᩮࠆ

 ޕࠆߢὐ߁ߣ߆ߩࠆߡࠇࠄߓ論ߢᒻࠆߥ㧘ᅤ߇



 

3㧚1 ࠆ․ቯߩⴕേ߳ߩᢢ㧦ᣂᐲ学ᵷᲧセᐲಽᨆ 

 ޕߊߡߒ⸂ℂߦ㧘◲ẖࠍ࠴ࡠࡊࠕߩฦ学ᵷࠆᎼࠍὐߩߎ㧘ߦߓߪ㧘ߪߢࠇߘ

 ᣂᐲ学ᵷߣࠆࠃߦ㧘ޟขᒁ⾌↪ࠍޠᷫߡߞࠃߦߣߎࠆߔ㧘⥄Ꮖ⋉ࠍ㧔Ḱ㧕ᦨ大化ߔ

ߡ߅ߦೋߩ㧘⺑ߦ߃ࠁࠇߘޕࠆߔሽ߇⊛⋠ㅢߥ⏕ߡߞߣߦ㧘⻉ਥ߁ߣࠆ

ሽࠆߔਥⴕേࠆࠇࠄߺߦᄙ᭽ᕈ߿⇣⾰ᕈߪ㧘ᦨ߽ޟขᒁ⾌↪ࠍޠᷫࠆ߁ߒ․ቯߩⴕ

േ㧔㧩ᐲߩ↢ᚑ߿ᡷᄌ㧕ߦਥห჻ᮨߩߢ୮߿学⠌ࠍㅢߡߓ㧘ᢢߣߊߡߒࠇߐߥ

ᵈࠆࠇࠄߓ論ࠄ߆ὐⷰ߁ߣ㧘ല₸ᕈߪࠬࡠࡊߩㅪ৻ࠄࠇߎ㧘ߚ߹ޕࠆߡ 7㧕ߡߒߘޕ㧘

㧘ⶄᢙߣ߁⸒ࠄ߆ὐⷰߩ㧘ಽᨆᚻᴺ߇ᘒ⁁ߚߒᢢߦⴕേߩቯ․ࠆ߇ਥⴕേߦ᭽ߩߎ

ဋⴧ⸃ࠍ⸂ࠆߩᗧޕࠆߔ 

㧘ߡߞࠃߦߣߎ߁ⴕࠍ୮ᮨ߿学⠌ߢ㧘ਥห჻ߪ㧘⻉ਥߣࠆࠃߦ㧘Ყセᐲಽᨆߚ߹ 

ߣޠㆡᔕޟࠆߔኻߦ㧘ⅣႺߢ㧘ਥห჻ߪࠇߎޕࠆߔᒻᚑࠍޠࡦ࡚ࠪࡀࠖ࠺ࠦޟࠆ

ห᭽ߢ㑆ߩ㧘⻉ਥߡߞࠃߦߣߎࠆߔᵹᏓߢ㧘ਥห჻߇ⴕേߥఝߡ߃⠨ࠄ߆ὐⷰ߁

ߩ㧘ㅢߪਥ⻉ࠆขࠍⴕേߩห᭽ߚߒ߁ߎޕࠆߔᗧࠍߣߎࠆࠇߐታ〣ᓧ₪߇ⴕേߩ

⍮⊛ߥᨒ⚵ࠍߺᜬ߁ߣࠆ߁ߜὐߡ߅ߦ㧘ޟ⍮⊛ဋⴧߩޠ⁁ᘒߣࠆߦޕࠆࠇߐߥ

㧘ߣ߁⸒ࠄ߆ὐⷰߩ㧘ಽᨆᚻᴺߪࠬࡠࡊߩㅪ৻ࠄࠇߎޕࠆߢᐲ߇ᘒ⁁ߩߎ㧘ߡߒߘ

進化ࠥߡߒߣ࡞࠷ࠍࡓ⺑ࠅ߅ߡࠇߐ㧘ⅣႺߦ㕖ㆡᔕ⊛ߥⴕേ߇ᶿ᳸ࠬࡠࡊࠆࠇߐ

ޕࠆߔᗧࠍߣߎߊߡߒᢢߦⴕേߩቯ․ࠆ㧘߇ᄙ᭽ᕈ߿ᕈ⾰⇣ߩ㧘ਥⴕേߡߓㅢࠍ

㧘ฦਥ߽ߡߒߣߚߒ㆐ߦᘒ⁁ߩ⍮⊛ဋⴧߢ㧘৻ᐲਥห჻ߪ㧘Ყセᐲಽᨆߒߛߚ

ࠆߓ↢߇ޠ⍮⊛ਇဋⴧޟ㧘ౣ߮㧘ߡߞࠃߦ㆑ߩᣇߩᢿ್߿ᣇߩฃኈࠆߔኻߦⅣႺߩ

น⢻ᕈ߽ߡߟߦᒝ⺞߃ࠁࠇߘޕࠆߡߒ㧘ߩߎ⺑ߪ㧘ᣂᐲ学ᵷߩ⺑ߣᲧセߚߒ႐

ว㧘ਥⴕേࠆࠇࠄߺߦ⥄⊒⊛㕙ߦ㑐ߡߒ㧘឵⸒ߣࠆߔ㧘ਥⴕേࠆࠇࠄߺߦ⇣⾰ᕈ߿

ᄙ᭽ᕈࠆ߇ᐲߩਅߦߣߎࠆߓ↢߽ߢ㑐ߡߒ㧘ᣂᐲ学ᵷ߽ࠅࠃ⋧ኻ⊛ߦ㊀ⷞޕࠆߡߒ 

 

3㧚2㧦ᜬ⛯⊛ߥਥⴕേߩ⇣⾰ᕈᄙ᭽ᕈ㧦ઍᐲ学ᵷࡦࠝࠪࡘࠡ学ᵷ 

 ઍᐲ学ᵷߣࠆࠃߦ㧘ᐲߪ㧘ਥⴕേࠆߦᨒ⚵ࠍߺਈ߃㧘ⴕേࠍၮ␆ߣࠆߌߠ

⻉㧘ߦ߁ࠃߚߓ論ߦ㧘ᣢߡ߅ߦ⺑ࠆߔ㑐ߦ⠌ᘠߩߢ┨㧘೨ߢᣇ৻ߩߘޕ߁ᜂࠍᓎഀ߁

ਥߪ㧘ࠆᐲߩਅߢ㧘Ᏹߦਥห჻ߢห᭽ߩⴕേࠍขࠅࠃޕߥߪߢ⸶ࠆ⏕߁⸒ߦ

㧘ฦਥߢᣇ৻ࠆ߇㕙߁ߣ߁ᓥߦࠇߘߪࠆ㧘ߚߒଐߦ㧘ᐲߪߦ㧘ਥⴕേߣ

ߩ⢻േ⊛㕙㧘ਥ⊛㕙ߦᔕߥ⊛⊑⥄ߚߓ㕙߽߹ࠆߚ⠨ޕࠆߢࠄ߆ࠆߡࠇࠄ߃

ਅߩᐲࠆ㧘ࠅߥ⇣ߪߣ࠴ࡠࡊࠕߩᲧセᐲಽᨆ߿㧘ᣂᐲ学ᵷߣࠆߔ⸒㧘឵ࠅ߹ߟ

㧘⺑ߪᔅⷐᕈ߁ߣߥߌ߫ࠇߌߥߡߒᢢߦⴕേߩቯ․ࠆ߇ⴕേߩ㧘⻉ਥߢ

㧘߹ߚ㧘論ℂࠅ߹ߟޕߥ㧘ࠆᐲߩਅ߽ߡߞߢ㧘ਥห჻ߢ㧘⇣ࠆߥⴕേ߇༡

 ޕߥߪߡߒቯุ߽ߣߊߥ㧘ዋࠍߣߎࠆࠇ߹

 ᰴߦ㧘ࡦࠝࠪࡘࠡ学ᵷߪߢ㧘大߫߃⸒ߊ߈㧘ᐲᄌ化߿␠会ᄌേߚߞߣ⽎ࠍ⺑

ࠆߔ႐วߦ㒢ߡߞ㧘⻉ਥߩⴕേ߇  ޕࠆߥߦ論ὐߥ߈大ߩߟ1

㧘第ߪ学ᵷߩߎ 1 ᅷޟߦ⊛会␠⊛ᴦߢ㧘⻉ਥ㑆ߪߢਅߩᐲࠆ㧘ߦ⊛㧘ၮᧄߦ

ද߇ޠᒻᚑࠍߣߎࠆߡࠇߐᒝ⺞ߪࠇߎޕߚ߈ߡߒ㧘⻉ਥห჻ߩኂኻ┙߇ቢోߦ⸃ᶖ

⁁ࠆ߁ߒฃኈࠍઙ᧦⻉߇㧘ᣇߡ߅ߦᴫ⁁ߩቯ․ࠆ㧘ߊߥߪߢ⸶ࠆࠇ⸰߇⇇ߚࠇߐ

ᴫࠍߣߎࠆߦᗧߦߩࠆߔㆊ߃ࠁࠇߘޕߥ߉㧘ߟᤨ߽ߢ㧘ਥห჻ߩߢኂኻ┙

第ޕࠆߢߣߎ߁ߣࠆߡߒᱷࠍน⢻ᕈࠆߔవ㍈化㧘㕙化ߡߒߣ⽎㧘߇ 2 㧘ߪߦ

ᐲߦ㧘⻉ਥߦኻߡߒ␠会⊛ߥ⻉᧦ઙߡߞࠃߦ㧘ਥห჻ޟࠆߥ⇣ߢⷙᩰ化ߩޠᓎഀ߇

㧘第ߡ߃ടޕࠆߡࠇߐ៰ᜰ߽ߣߎࠆ 3 ߅ߦ↪េߩࠬ࠘࠻ࡆࡂߚߒ៰ᜰߡ߅ߦ┨㧘೨ߦ

⢻േ⊛ਥߩฦਥ⥄り߿㆑⋦ߥ⊛⛯ᜬߩਥห჻ߩ㧘␠会⊛㓏ጀᲤ߇㧘ਥⴕേߡ

⊛㕙ࠄ߆論ޕࠆߡࠇࠄߓ 

ࠄࠇߎ 3 㧘ࠅߥ⇣ߪߣ࠴ࡠࡊࠕߩᲧセᐲಽᨆ߿㧘ᣂᐲ学ᵷߣࠆ߃߹〯ࠍౝኈߩߟ

ᔅ߁ߣߥߌ߫ࠇߌߥߡߒᢢߦⴕേߩቯ․ࠆ߇ⴕേߩ㧘⻉ਥߢਅߩᐲࠆ

ⷐᕈߪ㧘⺑㧘߹ߚ㧘論ℂࠅ߹ߟޕߥ㧘ࠆᐲߩਅ߽ߡߞߢ㧘ਥห჻ߢ㧘⇣



 ޕࠆߢߩࠆߡߒౝ൮ߦᏱࠍ⧙⪙ߩߘ㧘߆ߥߡߒቯุࠍߣߎࠆࠇ߹༡߇ⴕേࠆߥ

 

3㧚3 ᐲߩਅߩߢਥⴕേࠍ৻ጀ⼾ߦ߆論ߦߚࠆߓ 

 એߩ᭽ߥ⻉学ᵷߩ⺑ߦၮߣߊߠ㧘ࠆᐲߩਅߩߢਥⴕേߪߡߟߦ㧘ਥⴕേ

 ޕࠆ᧪߇ߣߎࠆߣ߹ߦ᭽ߩ㧘એਅࠄ߆ὐⷰ߁ߣᄙ᭽ᕈ߿ᕈ⾰⇣ߩ

㧘第ߕ߹  1 ߢਅߩᐲࠆ㧘ߣߊߠၮߦ࠴ࡠࡊࠕߩᲧセᐲಽᨆ߿㧘ᣂᐲ学ᵷߪߦ

ᩮߥ߁ࠃࠆ߁ߒᢢߦⴕേߩቯ․ࠆ㧘ߢ㧘ਥห჻߇ᄙ᭽ᕈ߿ᕈ⾰⇣ߩ㧘ਥⴕേߪ

ᗧ߇ߌߠⴕޕࠆߥߦߣߎ߁ߣࠆߡࠇࠊ 

ߩߘ㧘ߣࠆߔߦ⏕ࠍ論߿ⷐ࿃ߩߎ 1 ߡߞࠊ㑐ߦಽᨆᚻᴺ߁ߣዉߩ㧘ဋⴧὐߪߟ

߁߽ޕࠆߢߣߎࠆ 1 㧘߽ߡߞߣߦਥߩߤ㧘ߢਅߩᴫ⁁ࠆ 㧘(1)ߢ㧘ਥห჻ߪߟ

ห╬ߦ㧘․ቯߩⴕേࠍㆬᛯߩߘߒⴕേࠍขࠆ߁ࠅਥห჻ߒ╬ߩߢታ〣น⢻ᕈߣ㧘(2)ߘ

⇇ࡠࠢࡑ㧘ࠆߥ⇣ߩߢ㧘ਥ㑆ࠅ߹ߟ㧘߇ࡓ࠭࠾ࠞࡔߥ߁ࠃࠆ᧪ታߢਥห჻ࠍࠇ

ℂ⸃㧘߭߿ᗧࠆߔኻߦ 㧘ߥ߁ࠃࠆ߁߈ዉߣᒻ߳ߩቯ․ߩߟ㧝ࠆ㧘߽ࠍ㆑ߩ⼂ߪߡ

ᒝ࿕ߥᒻᑼ⊛ߥᗧ集⚂߇ࡓ࠭࠾ࠞࡔ㧘⥄ߡߒߣߩ߽ߩ㧘ߒߥ㧘ᒰὼߡߒߩ߽ߩ㧘

ቯޕࠆߢߣߎ߁ߣࠆߡࠇߐ 

 ઁᣇߢ㧘第 㧘ߦ߆⏕㧘ߣࠆࠃߦ࠴ࡠࡊࠕߩ学ᵷࡦࠝࠪࡘࠡ߿㧘ઍᐲ学ᵷߪߦ2

ᣂᐲ学ᵷ߿Ყセᐲಽᨆߡߞࠃߦ࠴ࡠࡊࠕߩዷ㐿ߦ߁ࠃࠆߡࠇߐ㧘ࠆᐲߩਅߢ

น⢻ࠆ߁ߒᢢߦⴕേߩቯ․ࠆ㧘ߢ㧘ਥห჻߇ᄙ᭽ᕈ߿ᕈ⾰⇣ߩ㧘ਥⴕേ߽ߡߞ

ᕈߚߒ߁ߘ߿⁁ᴫุࠍቯߒߛߚޕߥߪߢߩ߽ࠆߔ㧘หᤨߦ㧘⻉ਥߩ㑆ߢ㧘ࠆᐲߩ

ਅߢ㧘ࠆ․ቯߩⴕേߦᢢߥߒน⢻ᕈ߿⁁ᴫ߽߹ߚሽ߇ߣߎࠆ߁ߒᜰ៰ࠆߡࠇߐ

ߩߘ㧘ߣࠆߔߦ߆ࠄࠍ論߿ⷐ࿃ߩߎޕࠆߢ㊀ⷐ߇ߣߎ߁ߣ 1 ߒ論⼏ߢ┨㧘೨ߪߟ

ಽᨆⷞࠍ⥄ࠇߘⷐ࿃ߥ⊛会␠⊛㧘ᢥ化ߥ߁ࠃࠆࠇࠄߦࠬ࠘࠻ࡆࡂ߿㧘⠌ᘠߥ߁ࠃߚ

ὐߦᝪߚ߃ਥⴕേℂ⸃߁߽ޕࠆߢ 1 㧘ਥ߫߃㧘ߢߚߒߣ೨ឭࠍ⸂ℂߩߎ㧘ߪߟ

ห჻ߩߢᖱႎ឵ߦࠆࠇࠄ㆑ࠍㅢߚߓਥห჻ߩߢⴕേߩ㆑㧔⠌ᘠ㧕߿㧘␠会⊛㓏

ጀᲤߩⴕേߩ㆑㧔ࠬ࠘࠻ࡆࡂ㧕ߡߒߣᜰ៰ߥ߁ࠃࠆߡࠇߐ㧘ਥ㑆ߢᄙ᭽ߥ⾰⇣ߟ߆

ⴕേ߽ࠍ⸵ኈࠆ߁ߒ㧘᳓ᐔ⊛ࠇߢ⊛⋤ုࠇߢ㧘⻉ਥߩ㑆ߢ⚌Ꮺࠢࡢ࠻࠶ࡀߒߥ

 ޕࠆߢߣߎࠆߡࠇࠄ߃⠨ߣࠆߡߒሽߦ⊛⛯ᜬ߇

ࠄࠇߎ  2 ߒឬ౮ࠍᕈ⾰⇣߿ᄙ᭽ᕈߩਥⴕേߩߢਅߩᐲࠆ㧘ߣࠆ߃߹〯ࠍౝኈߩߟ

㧘ᣂᐲ学ᵷ߇࠴ࡠࡊࠕߩ学ᵷࡦࠝࠪࡘࠡ߿㧘ઍᐲ学ᵷߡ߅ߦὐ߁ߣࠆ߁

 ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ߁ᜂࠍᓎഀߥ߈大ߦ⊛㧘⋧ኻߡߒᲧセߣ࠴ࡠࡊࠕߩᲧセᐲಽᨆ߿

࠴ࡠࡊࠕߩ学ᵷࡦࠝࠪࡘࠡ߿㧘ઍᐲ学ᵷߦ㧘ᰴ߫ࠄߥࠆߔߣߛ߁ߘ㧘ߡߒߘ 

ߩࠆ߁ߜᜬࠍఝᕈߢὐࠆߥ㧘ᅤߡߒኻߦ࠴ࡠࡊࠕߩᲧセᐲಽᨆ߿㧘ᣂᐲ学ᵷ߇

㧘น⢻ᕈߢࠆߓ論ࠍ㑐ଥᕈߩߣᐲߩߘ߿㧘ਥⴕേߦ߮ࠄߥ㧘ߡߟߦߣߎ߁ߣ߆

㧘ᣂᐲߦ㧘ᰴ߃ࠁࠇߘޕࠆ߇ᔅⷐࠆߔߦ⏕㧘ߡߟߦߣߎ߁ߣ߆ߩࠆߡߒࠍ

学ᵷ߿Ყセᐲಽᨆߡ߅ߦ࠴ࡠࡊࠕߩ㧘ਥⴕേࠍ⺑ࠆߔߢᝥ⽎ࠆߡࠇߐౝኈ

⺖ߥ⊛㧘ౕߒ៰ᜰߡߟߦ㗴ὐẜߦ⺑ߩ࠴ࡠࡊࠕࠄࠇߘ㧘ߪࠆ㧘ߡߟߦ

㗴ߡߟߦ⠨ߡ߃ޕࠆ 

 第 1 ߍߡߒߣⷐ࿃ߩ論ࠆߌ߅ߦ࠴ࡠࡊࠕߩᲧセᐲಽᨆ߿㧘ᣂᐲ学ᵷߦ㧘వߦ

ߩߘߒㆬᛯࠍⴕേߩ㧘․ቯߦ╬㧘ห߽ߡߞߣߦਥߩߤ㧘ߢਅߩᴫ⁁ࠆ㧘ߟ㧝ߩᨩߚ

ⴕേࠍขࠆ߁ࠅਥห჻ߒ╬ߩߢታ〣น⢻ᕈߦ㑐ߡߟߦࠇߎޕࠆߢߡߒ㧘ℂ論⊛ߥ

ࠆߢ㐿⊒経済学学⠪ߟ߆㧘ෘ↢経済学⠪߫߃㧘ߪߢ࡞ࡌ A,5en ߩ㧘ᐲߡߞࠃߦ

集วߩㆬᛯน⢻ᕈߩࠇߙࠇߘ㧘ߩߢ㑆ߩߢ㧘ਥห჻ߚ߹㧘ߩ⥸㧘⻉ਥోߡߞࠃߦᣇࠅ

  ޕ㧔e.I.㧘A.5en㧘1���㧕ࠆ߁ࠅߥߣෳ⠨ߩߟ㧘㧝߇ߣߎࠆߡࠇߐໂ␜ߣࠆࠊᄌ߇ߐ߈大ߩ

ࠆߔሽ߇ᐲࠆ㧘ߣ߁⸒ߡߒ㧘ྨߡߒࠄᾖߦౝኈࠆߌ߅ߦ㧘ᧄႎ๔ߡߟߦࠇߎ

␠会㧔⇇㧕ߦ㧘ోߩߡਥࠆߡࠇ߆⟎߇⁁ᴫ߽ߡߞߢ㧘ਥห჻ߩߢᐲߩ↪น

⢻ᕈ㧔߫߃㧘ࠆᐲߩਅߢฦਥ߇ขࠆ߁ࠅㆬᛯ⢇ߩᢙߩߘ߿ታ〣㧕ࠍᎼߡߞ㧘ਥ

ห჻ߩߢ㆑߿㧘ਥ㑆ߢㆬᛯ⢇ࠍᎼࠆឃ㒰߇㧘ࠆᐲߩਅߢߣߎ߁ߣࠆ߁ߓ↢ߢ

 ޕࠆ



㧘ߪߡ߅ߦࠞࡔࠕ㧘߫߃㧘߫߃⸒ߢ࡞ࡌߩಽᨆߥ⊛ౕࠅࠃ㧘ߡߒ㑐ߦࠇߎ 

⊛ක≮ᐲߡߒߣ㧘ࠕࠤࠖ࠺ࡔ㧔MeFicare㧕࠼ࠗࠤࠖ࠺ࡔ߿㧔MeFicaiF㧕ߚߞߣᐲ߇

ሽߒߛߚޕࠆߔ㧘ߪࠇߘ㧘ㅌᓎァੱ߿ �5 ᱦએߩ⠧ੱ߿㓚ኂ⠪ߚߞߣ․ቯߩኻ⽎ߺߩ

႐ߚߞߥߦ᳇∛߇ޘੱߚߒ߁ߎ㧘ߦ߃ࠁࠇߘޕࠆߢߩ߽ࠆࠇߐ⸵߇↪ߣടߩߘ㧘ߦ

วߪߦ㧘ᐲߩ↪㧘᳃㑆㒾ߩᵴ↪㧘⥄⾌ࠆࠃߦᴦ≮߁ߣ 㧘ߚ߹ޕࠆ߇ㆬᛯ⢇ߩߟ3

߁ߣ≯ᴦࠆࠃߦ⾌⥄ട㧘ߩ㧘᳃㑆㒾ߪߦ࿖᳃ߩ⒟ᐲንࠆ 2 ޕࠆ߇ㆬᛯ⢇ߩߟ

ㆬᛯ߁ߣ≯ᴦࠆࠃߦ⾌⥄㧘ߪ⠪ߥ߈ߢടߦ᳃㑆㒾ߊߥዋ߇ᚲᓧߦ⊛㧘⋧ኻߒߛߚ

⢇ޕߥ߆ߒ 

♿ᙗᴺ㧔ߩ࿖₺ࠗ࠲㧘ߪࠆ 2540 年㧘ᥲ 1��7 年ᡷᱜ㧕ߪߦ㧘学჻એߩ学ࠍ

ขᓧߚߒ⠪߫ࠇߌߥߢ㧘࿖会⼏ຬߩߡߒߣⵍㆬᮭࠍᓧ߇ߣߎࠆ᧪߁ߣߥⷙቯ߇

㧔第ࠆ 107 ᧦第 3㗄߮第 125 ᧦第 3㗄㧕ࠅ߹ߟޕ㧘ᙗᴺ߇㧘ߩߡోߡߒߣ࡞࡞࿖᳃ࠍᓥ

ណߢਅߩ࡞࡞ߩߘ㧘ߢᣇ৻ࠆߢ࡞࡞ߟᜬࠍ㧘ᦨ߽ᒝജߡ߅ߦὐ߁ߣࠆ߁ߖࠊ

᧦⠪㧔ߥߚ㧘ᜬߣ㧕ߥࠊ߁ࠍ⠪㧔ⵍㆬᮭࠆߔߟ㧞ߦ⊛⊑⥄ࠍㆬᛯ⢇ࠆ߁ࠅ

ઙࠍḩߥߐߚߦߥ߃㧕ࠍߣޕࠆߢߣߎ߁ߣࠆߡߒ 

ࠄࠇߎ 2 ߣ≯ᴦࠆࠃߦ⾌⥄㧘ߪߦ႐วߩࠞࡔࠕ㧘ߪ↱ℂࠆ߁ࠅߥߣ㧘㗴߇ߩߟ

ㅊߦ↥Ꮖ⎕⥄ߦ⊛㧘経済ߢߌߛߚ߃ᛴࠍᖚ∔ߩ߆ࠄ㧘1ᐲ߇⠪ߥߚᜬ߆ߒㆬᛯ⢇߁

ㄟ߹߇ࠬࠤࠆࠇᄙߊ㧘1 㧘ߪࠆޕࠆߢὐ߁ߣࠆߡࠇࠄ߃⠨ߡߒߣ会㗴␠ߩߟ

㧘第ߪߦ႐วߩࠗ࠲ 1 ߦਥߩߊ㧘ᄙ߇⥄ߣߎߔߚḩࠍઙ᧦߁ߣࠆߔขᓧࠍ㧘学჻ߦ

㧘2003ߣࠆࠃߦ⊑ߩ⋬ὐ㧔ᢎ⢒ߥ࿎㔍ߡߒߣน⢻ᕈߡߒࠄᾖߦ経済⊛⻉᧦ઙߡߞߣ 年

㧘進学₸ߢ 35.�㧑㧕㧘߹ߚ㧘第 ਥࠆߔዻߦ会㓏ጀ␠ߩ㧘․ቯߡߒߣ⥄ࠇߘ࡞࡞㧘ߦ2

ߺߩߡߞߣ㧘ઁߩ㓏ጀߦኻߡߒ㧘⋧ኻ⊛ߥఝᕈࠍሽ⛯߁ߣࠆߔὐߢᦸ߹߆ߒ㧘都

วࠍߣߎ⦟ߩᗧࠆߡߒὐޕࠆߢ 

ߢ㧘ᒰὼߪߣߎࠆߢߩ߽ࠆߔ⺑ߦ⊛㧘論ℂߡߞขࠅಾࠍ⽎ࠆ㧘߇㧘ℂ論ࠅ߹ߟ

ᦨ߽߽ߢਛߩ㧘ਥⴕേߣࠆࠃߦ࠴ࡠࡊࠕߩᲧセᐲಽᨆ߿㧘ᣂᐲ学ᵷ߽ߡߒߣࠆ

ߥㆬᛯ⢇ࠍᜬߟਥߩᆫ߇⏕ߦ․ቯࠇߐ㧘論ࠆࠇࠄߓ৻ᣇߢ㧘ઁᣇ㧘ߩ߆߶ߩߘਇ

ߥㆬᛯ⢇ࠍᜬߟਥߩᆫߩߘ߿ሽߪ㧘ᝥ⽎ߪࠆޕࠆߢߣߎ߁ߣ߁߹ߒߡࠇߐ㧘

␠会᭴ㅧߩࠅᣇߪߡߞࠃߦ㧘ᐲߩਅߢ㧘ᝥ⽎ࠆࠇߐਥߩᆫߩᣇ߇ୟ⊛ߦᄙࠤ

ࡠࡊࠕࠆ߁ᛒࠅขࠍᆫߩਥߚߒ߁ߘ㧘ߡߞ߇ߚߒޕࠆߢߣߎ߁ߣࠆ߁ࠅ߽ࠬ

 ޕࠆߢߣߎ߁ߣ߆ߥߢߩߥ㧘ᔅⷐߚ߹㧘߽࠴

ᰴߦ㧘第 2 ὐ⋡ߩⷐ࿃ߡߒߣߚߍ㧘ਥ㑆ࠆߥ⇣ߩߢ㧘ࡠࠢࡑ⇇ߦኻࠆߔᗧ߿ℂ

⸃㧘߭ߪߡ⼂ߩ㆑߽ࠍ㧘ࠆ㧝ߩߟ․ቯߩᒻ߳ߣዉߥ߁ࠃࠆ߁߈㧘ᒝ࿕ߥᗧ集⚂

ߎ߁ߣࠆߡࠇߐ㧘ቯߡߒߣߎߩ㧘ᒰὼߒߥ㧘ߡߒߣߣߎߩ㧘⥄߇ࡓ࠭࠾ࠞࡔ⊛

 ޕࠆߢߡߒ㑐ߦߣ

㧘第ߪߢ࡞ࡌ㧘ℂ論ߕ߹㧘ߡߟߦࠇߎ 1 วℂ⊛ㆬߌࠊࠅߣࠆߌ߅ߦ㧘ෘ↢経済学ߦ

ᛯℂ論ߩᢥ⣂ߡ߅ߦ㧘ᢙℂ⊛論ℂ⊛ߦ㧘⻉ਥߩㆬᛯࠍ৻⛔ߩน⢻ࠆߔߣ⻉᧦ઙߩ෩

ኒࠍߐᎼߡߞᬌ⸽ߩߘߣ⸽ࠅ➅߇ߣޕࠆߢߣߎ߁ߣࠆߡ᧪ߡࠇߐ第 2 ߩ㧘ઁߦ

学ߡ߅ߦ㧘߫߃⍮ᔃℂ学߿␠会ᔃℂ学߽ߡ߅ߦ㧘Ყセᐲಽᨆߣห᭽ߦ進化ࠥ

ߩߘ⸂ࠆ㧘ߪߢಽ㊁ࠄࠇߘ㧘ߩߩ߽ࠆࠇࠄዷ㐿߽ߩ論⼏ߚߒ↪ߡߒߣ࡞࠷ࠍࡓ

߈㊀ߦ⊛ኻ⋦ߦⓥߩ೨ឭ᧦ઙ⻉ࠆߔ┙ᚑ߇⸂ࠆ㧘߽ࠅࠃߔࠍ⟵ᗧߥ⊛Ⓧᭂߦߩ߽

 ޕ↰㧘1���㧕ጊጯ㧘1��7㧧┻Ỉ㧔e.I.㧘ጊጯ㧘1��0㧧ࠆߢ᭽ࠆߡࠇ߆⟎߇

㧘第ߪࠆ 3 ߩⴕേߩᦨༀߡ߅ߦ㧘⁁ᴫ߇⥄ࠄࠇߘ୮ᮨ߿学⠌ߩߢ㧘ਥห჻ߦ

ㆬᛯቯ߿ㆡᔕ⊛ߥቯ߆ߩߊߟ߮⚿ߦ⇼ⷞࠆߔ⎇ⓥ߽㧘⍮⑼学ߩᢥ⣂ߡ߅ߦዷ㐿

ࠬࡦࡑࠜࡈࡄߩ႐วࠆߔ㗴⸃ߢ㧘1ੱߦ႐วࠆߔ⸂ࠍ㗴ࠆ㧘߫߃ޕࠆߡߒ

㧘ߡ߅ߦ㗴⸃ߩߢ႐ว㧘2ੱએߚߒᲧセࠍߣࠇߘߩ႐ว߁ⴕࠍ㗴⸃ߢ2ੱએߣ

ࠈߒ㧘ߕߖ┙ᚑߪޠ⍮ᕺߩᢥᱶ߫ࠇࠃਃੱޟࠆࠁࠊ 1 ␜ࠍᨐ⚿ߩഠ߽ࠅࠃ႐วߩੱ

 ޕ(���↰㧘2002㧧↰㧘1��4㧘1e.I.㧘ષ)ࠆߡࠇߐ៰ᜰ߇ߣߎࠆ߇ะߔ

㧘第ߚ߹ 4 ߅ߦᴦ学߿㧘␠会学ߕࠄߥߺߩ㧘ᐲ経済学ߪℂ論߁ᛒࠅขࠍ㧘ᐲߦ

ᐲߡߒ⋠ᵈߦⴕേㆬᛯߩ㧘ੱߡ߅ߦ㧘␠会学߫߃㧘߇ࠆߢ⸶ࠆߡߒዷ㐿߽ߡ



ߩಽᨆᚻᴺߦ․㧘ߡߒߣᛕ್߿㗴ࠆߡ߃ᛴ߇วℂ⊛ᐲㆬᛯ論ࠆࠁࠊ㧘ࠆߔ⺑ࠍ

ᒻᑼ߿論ℂዷ㐿ߩ࿑ࠅᣇߢ࡞ࡌ߁ߣᛕ್߽ሽࠆߢߣߎ߁ߣࠆߡߒ㧔e.I.㧘⋓

ጊ㧘ᶏ㊁㧘1��1㧧⋓ጊ㧘1��5㧕ౕޕ⊛ߣ߁⸒ߦ㧘߫߃㧘ߪࠇߘ㧘ᐲߩ↢ᚑේ࿃߿ሽ

ᩮࠍ⺑ࠆߔ႐ว㧘߽ߢߟੱߩߘߦℂ↱ࠍଐߡߒ⺑ߦߚߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ㧘

ᐲࠇߘ⥄ߡߒߣߩ߽ߩ⥄⁛ࠍ⺑߁ߣ߆ߥߪߢߩߥߡߒ⇼ࠆޕࠆߢ

ࠄߥⷞὐ㧘ߩኻᲧߩߣᐲߥߚᣂߣᐲࠆߡߒሽߦ㧘ᣢߢࠆߓ論ࠍᄌ化ߩ㧘ᐲߪ

ߌߠ↱ℂߌߠ␆ၮߦ⊛ᩮᧄࠍߣߎ߁ߣ߆ߩࠆߓ↢߇ੱⴕേߔଦࠍᐲᄌ化ߗߥ㧘ߦ߮

 ޕࠆߢਇḩ߁ߣ߆ߥߪߢߩࠆߡᰳࠍࠄࠇߎⷞὐ㧘ࠆ

㧘ߡ߅ߦ࡞ࡌಽᨆߥ⊛㧘ౕߢᣇ৻ࠆߔሽ߇⇼߿㗴ߩߢ࡞ࡌℂ論ߚߒ߁ߎ

ᣂᐲ学ᵷ߿Ყセᐲಽᨆߩᐲ経済学ో⥸ߦኻุࠍ₂⽸ࠆߔቯߪߣߎࠆߔ᧪ޕߥ߹

㧘進ߦ㓙ࠆߓ論ࠍᴦ⊛㕙ߩ㧘ਥ߽ߡ߅ߦⓥ⎇ߩᦨㄭ年ߩ学ᵷࡦࠝࠪࡘࠡ㧘ߚ

化ࠥ߇ࡓ↪ࠆߡࠇߐ߽ࠆ㧔e.I.㧘AmaDle㧘2003㧕ߒߛߚޕ㧘ߩࠄࠇߎ⻉⎇ⓥߩಽ

ᨆኻ⽎ߡߒߣ㧘ᄙߩߊ႐วߪߦ㧘ᴦ⊛␠会⊛ߦ⻉ਥ㑆ߩߢᗧࠍ集⚂ࠆ߁ߒᒝ࿕ߥ

ᒻᑼ⊛ࠍࡓ࠹ࠬࠪߥᣢ᰷ࠆߡߒ┙⏕ߦ☨వ進⻉࿖߇ᔨ㗡ࠅ߹ߟޕࠆߡࠇ߆⟎ߦ㧘឵⸒

㧘ࠅ߹ߟ㧘ޘ࿖ߚߞ߆ߥߎߡࠇߐߣ⽎ಽᨆኻࠆߚਥߩⓥ⎇ߩࠄࠇߘ㧘߽ߣߊߥ㧘ዋߣࠆߔ

ᴦ⊛␠会⊛ߦ⻉ਥ㑆ߩߢᗧࠍ集⚂ࠆ߁ߒᒝ࿕ߥᒻᑼ⊛߇ࡓ࠹ࠬࠪߥᢛߡࠇߐ

ߩ⽎ಽᨆኻߥਥⷐߩ㧘ᐲ経済学ࠍޘ࿖ࠆߦዷㅜ⊑ߩߘ㧘߆ߥ 1 ߣࠆߍᐢߡߒߣߟ

 ޕࠆߢߣߎ߁ߣ߆ߥߪߢߩߥᔅⷐߚ߹߽ߣߎ߁

 

3㧚4 ⠌ᘠߦࠬ࠘࠻ࡆࡂ߿ၮߊߠਥⴕേℂ⸃ߩᗧ⟵ 

 ᧄ┨ߩߢ⼏論ࠍ◲ẖߣࠆߣ߹ߦ㧘߹ߕ㧘ᰴߩ  ޕࠆ߃⸒߇ߣߎߩߟ2

第 1 ࠆߓ論ࠄ߆ὐⷰ߁ߣᄙ᭽ᕈ߿ᕈ⾰⇣ߩਥⴕേࠍਥⴕേߩߢਅߩᐲࠆ㧘ߦ

႐ว㧘ಽᨆᚻᴺߩߣ㑐ଥ㧘ࠆᐲߩਅߢ㧘⻉ਥߩⴕേ߇㧘ਥห჻ࠆߢ․ቯߩⴕ

േߦᢢࠍࠆߑߖߐᓧߥᣂᐲ学ᵷ߿Ყセᐲಽᨆߣ࠴ࡠࡊࠕߩ㧘߇ࠇߘ㧘ਥห჻

ࠄࠇߎ㧘࠴ࡠࡊࠕߩ学ᵷࡦࠝࠪࡘࠡ߿ઍᐲ学ᵷࠆ߁ߒ႐ว߽⺑ߥߒᢢߢ 2

⒳㘃߇࠴ࡠࡊࠕߩ㧘ઍᐲ経済学ߡ߅ߦሽޕࠆߢߣߎ߁ߣࠆߔ 

第 2 ߿ᣂᐲ学ᵷߩ႐ว㧘೨⠪ߚߒ⸂ℂࠄ߆ὐⷰ߁ߣᕈ⾰⇣߿ᄙ᭽ᕈߩ㧘ਥⴕേߦ

Ყセᐲಽᨆߪ࠴ࡠࡊࠕߩ㧘ౕߌࠊࠅߣ⊛ߥಽᨆߢ࡞ࡌߩ㧘㧔1㧕ߦ࠴ࡠࡊࠕߩߘ

ߥ⊛ᴦ⊛会␠ߩߢ㧘㧔2㧕ਥห჻ߣߎࠆߔሽ߇ਥߥ߈ߢឬ౮ߦ⊛㧘論ℂߡߞࠃ

ߩ߆ࠄᒻᑼ⊛ߥᗧ集⚂ࠪࠬ߇ࡓ࠹ਇ㧘ߒߥᧂ⊒㆐ࠆߦ࿖߿ޘ⁁ᴫߩߤࠍ᭽ߦ⺑

ߣߎ߁ߣ߆ߩࠆ߁ߒ㧘ࠄࠇߎ㧞ߩߟ⠨ᘦ߈ߴߔὐࠍޕࠆߡߒ 

ߚߒ߁ߎ㧘ߣࠆ߃߹〯ࠍ⸛ᬌߩㅪ৻ߩߢ߹ࠇߎ㧘ߡߒߘ  2 㧘ߡߒኻߦὐ߈ߴߔ⠨ᘦߩߟ

ઍᐲ学ᵷࡦࠝࠪࡘࠡ߿学ᵷ࠴ࡠࡊࠕߩ㧘ߌࠊࠅߣ㧘⠌ᘠߦࠬ࠘࠻ࡆࡂ߿ၮߊߠ

ਥⴕേ߇㧘大ߥ߈ᗧ⟵ߣน⢻ᕈࠍ߇ߣߎࠆߡߒ⏕ޕࠆࠇߐ 

ࡆࡂ㧘ߪࠬ࠘࠻ࡆࡂ߿㧘⠌ᘠߡߒ㑐ߦ⋠㗄ߩ㧔1㧕ߩ㧘೨ㅀߣ߁⸒ߦ⊛ౕߡߟߦࠇߎ

ߣᄙ᭽ᕈ߿㆑⋦ߩⴕേߩߢਥห჻ߩߡߒߣ㆑ߩ⚖㓏߿ജᮭߥ⊛会␠ࠆߌ߅ߦࠬ࠘࠻

߅ߦ㧘ᖱႎ឵ߟߟ߈⟎ߦ␆ၮࠍⷐ࿃ߥ⊛会␠⊛ᢥ化ࠆߌ߅ߦ㧘⠌ᘠߦ߮ࠄߥ㧘ߢᒻ߁

ߩⴕേߚߓㅢࠍ学⠌߿ࡦ࡚ࠪࠤ࠾ࡘࡒࠦࠆࠇߐዷ㐿ߡߒߣ೨ឭࠍ㆑⋦ߩߢਥห჻ࠆߌ

⋧㆑߿ᄙ᭽ᕈ߁ߣᒻߢ㧘ࠆᐲߩਅߩߢਥⴕേࠍ㧘ᢢ߁ߣᒻߊߥߪߢ㧘߫ࠊ㧘

ਥ㑆ࠆߥ⇣ߢⴕേࠍข߽ߟߟࠅ㧘ߩ߆ࠄ⚌Ꮺࠢࡢ࠻࠶ࡀ߿㧘ࠅ߹ߟ㧘ᜬ⛯⊛ߦ⇣⾰

⊛⊑⥄ߩฦਥߩߢᴫਅ⁁ߚߒ߁ߘ㧘ߪࠆ㧘ߡߒߣ㑐ଥᕈߩਥห჻ࠆߌ⛯ࠅߢ⊛

ഃㅧ⊛ߥਥ⊛ⴕേߡߒߣ㧘⺑ߦ߃ࠁࠇߘޕࠆߔ㧘ࠄࠇߎᔨߦၮߊߠਥⴕേℂ⸃߇㧘

ዋ߽ߣߊߥಽᨆߩߚߩౝኈߣⷞὐࠍਈߣࠆ߁߃⠨ߦࠄߐޕࠆࠇࠄ߃㧘➅ࠅ߇ࠆߥߦߒ㧘

␠㧘ࠆߥ⇣ߪߣⷞὐ߁ߣⴕേߥ⊛㧘ㆡᔕߪࠆ㧘ߥ⊛㧘วℂߪⴕേ߿㑐ଥᕈߩࠄࠇߎ

会⊛ᢥ化⊛ᴦ⊛ⷰߥὐࠄ߆ᛠីޕࠆ߁ࠇߐ 

┙ᚑߩ⼂ㅢߩߢ㧘ਥห჻ߪࠬ࠘࠻ࡆࡂ߿㧘⠌ᘠߡߒ㑐ߦ⋠㗄ߩ㧔2㧕ߡ⛯㧘ߚ߹

㧔Ყセࡦ࡚ࠪࡀࠖ࠺ࠦߩߢਥห჻߿ᷫ㧔ᣂᐲ学ᵷ㧕ߩ↪⾌ขᒁࠆߔߣ೨ឭࠍ

ᐲಽᨆ㧕ߚߞߣᒻߩߢਥห჻ߩߢᒻᑼ⊛ߥᗧ集⚂ࠪࠬ߇ࡓ࠹㧘ሽ߆ߥߒᧂ⊒㆐



ၮߦ⥄ࠄࠇߘⷐ࿃ߥ⊛ᢥ化ߒߥ⊛会␠ߩ㧘ᣢሽࠍⴕേߩ㧘⻉ਥߡ߅ߦᴫ⁁ࠆߢ

ߣߛน⢻߇ߣߎࠆߔឬ౮ࠄ߆ὐⷰ߁ߣ㑐ଥᕈ߿ࠢࡢ࠻࠶ࡀߊߠၮߦ㆑ߩ႐┙ߊߠ

 ޕࠆߢߣߎ߁

߫߃㧘ㄭ年ߪߡ߅ߦࠢࠗߩ㧘࿖ኅߩߡߒߣᗧ集⚂ࠪࠬ߇ࡓ࠹ᯏ⢻ߥߒ႐วߦ

࠲ߚߞߎߦ㧘ඨ年⒟೨ߪࠆޕߚߡߒઍᦧࠍᯏ⢻ߩߘ߇⼏วߩߢ㧘ቬᢎ⊛ㇱᣖ㑆ߪ

ߩߡߒߣ㧘࿖ኅߪߣߎߚߡߒଐሽߦᡰᜬߩ₺࿖߇นุߩᚑഞߩߘ㧘߽ߡ߅ߦᄌߩࠗ

ᒻᑼ⊛ߥᗧ集⚂ࠪࠬࠇߘࡓ࠹⥄߇㧘ߩ࿖₺ࠍਥࠆߔߣ࿖᳃⛔ᴦࠪࠬߡߞࠃߦࡓ࠹

ၮ␆ߦࠆߡࠇࠄߌߠㆊޕࠆߡߒ␜ࠍߣߎߥ߉ 

㧘第ߪߣߎࠆࠇߐໂ␜ߡߒኻߦ⥸ᐲ経済学ోߢߚ߃߹〯ࠍౝኈࠄࠇߎ 1 㧘ઍߦ

ᐲ経済学ో⥸ߡ߅ߦ㧘ߌࠊࠅߣ␠会᭴ㅧ߿ᐲߩᄌ化ᤨࠆߌ߅ߦਥⴕേߩ⺑߁ߣ

ⷰὐࠄ߆ߡ㧘ઍᐲ学ᵷࡦࠝࠪࡘࠡ߿学ᵷߪ࠴ࡠࡊࠕߩ㧘ᣂᐲ学ᵷ߿Ყセ

ᐲಽᨆߣᲧセߡߒ㧘⋧ኻ⊛ࠅࠃߦ大ߥ߈ᄌേࠍ⺑ࠆ߁ߒὐߢ㧘㊀ⷐߥᗧࠍᜬࠕࠆ߁ߜ

第ޕࠆߢߣߎ߁ߣࠆࠇࠄߌߠ⟎ߡߒߣ࠴ࡠࡊ 2 ࠝࠪࡘࠡ߿㧘ઍᐲ学ᵷߦ

ࠁࠊ㧘ߡߒߣዷ㐿ߥ⊛ౕߚߒ↪ࠍ↪េߩࠬ࠘࠻ࡆࡂ߿㧘⠌ᘠߪ࠴ࡠࡊࠕߩ学ᵷࡦ

 ޕࠆߢߣߎ߁ߣࠆߡ⒁ࠍน⢻ᕈࠆ߁ߒ大ࠍ⽎ⓥኻ⎇߁ߣ㐿⊒ㅜ࿖ࠆ

 

4㧚⚿論㧦⇣⾰⊛ਥߩ㑐ଥᕈ⒎ߣᐨߩߡߒߣᐲߩᓎഀߦᵈ⋡ߡߒ 
  

ᧄႎ๔ߪߢ㧘ਥⴕേߩᄙ᭽ᕈ߿⇣⾰ᕈⷰ߁ߣὐࠄ߆㧘ઍᐲ経済学ߩዷ㐿ࠍ論ߓ

ߩ㧘એਅߣࠆߔ✚ࠍ論⼏ߩߢ߹ࠇߎޕߚ߈ߡ 4ὐࠍᨆޕࠆ߈ߢ 

 第 1 ὐ⋡ߪߡߒߣ㧘ઍᐲ経済学ߡ߅ߦ㧘ਥⴕേߩᄙ᭽ᕈ߿⇣⾰ᕈ߇㗴ࠆߥߣ

ߣߎࠆ߁ࠅߥߣ論ὐߦ․㧘ߡߒߘޕࠆߢ႐วࠆߓ論ࠍਥⴕേߩߢਅߩᐲࠆ㧘ߪߩ

߁ࠅ߇ᴫ⁁ߥߢ߁ߘߣᴫ⁁ࠆ߁ߒᢢߦⴕേߩቯ․߇㧘ਥⴕേߢਅߩᐲࠆ㧘ߪ

 ޕࠆߢὐ߁ߣࠆ

 第 2 ὐ⋡ߪߡߒߣ㧘ࠆᐲߩਅߢ㧘․ߦਥⴕേ߇․ቯߩⴕേߦᢢߥߒ⁁ᴫ߽⺑

߁ߣࠆ߁ߒὐߢ㧘ઍᐲ学ᵷߩ⠌ᘠߦၮੱߊߠ㑆ⴕേℂ⸃߿㧘ࡦࠝࠪࡘࠡ学ᵷ

 ޕࠆߢὐ߁ߣࠆ߁ߜᜬࠍ⟵㧘ᗧ߇⸂㑆ⴕേℂੱߚߒ↪េࠍࠬ࠘࠻ࡆࡂࠆߌ߅ߦ

 第 3 ὐ⋡ߪߡߒߣ㧘೨ㅀߩ第 2 ὐ⋡ࠍ೨ឭߡߒߣ⠨ߣࠆ߃㧘ઍᐲ学ᵷࠪࡘࠡ߿

ⷰ߁ߣ⺑ࠍਥⴕേߩᄌ化ᤨߩᐲ⻉߿᭴ㅧᄌ化ߥ⊛㧘␠会߇࠴ࡠࡊࠕߩ学ᵷࡦࠝ

ὐߡ߅ߦ㧘ᣂᐲ学ᵷ߿Ყセᐲಽᨆߣ࠴ࡠࡊࠕߩᲧセߡߒ⋧ኻ⊛ߦ㧘㊀ⷐߥᓎഀߣ㧘

ᣂߥߚಽᨆኻ⽎ࠍಾࠅᜏߊᓎഀࠍߣᜂ߁ߣ߁ὐޕࠆߢ 

 第 4 ὐ⋡ߪߡߒߣ㧘⠌ᘠࠆࠃߦࠬ࠘࠻ࡆࡂ߿ਥⴕേℂ⸃ߪ㧘೨ㅀߩ第 3 ὐ⋡ߦᜰ៰ߒ

Ყߣ࠴ࡠࡊࠕߩᲧセᐲಽᨆ߿㧘ઁᣇ㧘ᣂᐲ学ᵷߢᣇ৻ࠆߡߒࠍน⢻ᕈߥ߁ࠃߚ

セߡߒ㧘ౕ⊛ߥಽᨆᚻᴺߩߘ߿論ℂᕈޕࠆߢߣߎ߁ߣߥุ߽ߣߎࠆߡᰳࠍ 

ਥߩߢᒻߚߒଐߦࠬ࠘࠻ࡆࡂ߿⠌ᘠߦ㧘ᦨᓟࠅߚߦࠆߊߊ✦ࠍ㧘ᧄႎ๔߃ࠁࠇߘ 

ⴕേℂ⸃ౕࠍ化ߩߚߊߡߒዷ㐿ᕈߡߟߦ㧘⧯ᐓ␜ໂޕߚ߈߅ߡߒ 

 ᣢߦ㧘೨┨ߩߢᬌ⸛ߡ߅ߦᜰ៰ߚߒ᭽ߦ㧘ਥⴕേࠍℂ⸃ࠆߔߢ㧘⠌ᘠ࠘࠻ࡆࡂ߿

ࠆࠇߐໂ␜ࠄ߆ࠬ 1 ᢢߩⴕേ߳ߩቯ․ࠆ㧘߇ਥⴕേߩߢਅߩᐲࠆ㧘ߪᓽ․ߩߟ

ࡢ࠻࠶ࡀ߿Ꮺ⚌ߩ߆ࠄ㧘߽ߟߟࠅขࠍⴕേࠆߥ⇣ߢ㧘ਥ㑆߫ࠊ㧘ߊߥߪߢᒻ߁ߣ

ߎ߁ߣࠆ߁ߒሽߡߒߣ㑐ଥᕈߩਥห჻ࠆߌ⛯ࠅߢ⊛⾰⇣ߦ⊛⛯㧘ᜬࠅ߹ߟ㧘ࠢ

 ޕࠆߢߣ

߁߽ߚ߹㧘ߢᒻߚߖߐᤋࠍᓽ․ߩߎ㧘߃ࠁࠇߘ 1 㧘⢻േߦਥⴕേߩߢᓽ․ߩߟ

⊛ਥ⊛ߥ㕙ࠍߣߎࠆ߇೨ឭ߫ࠇߔߣ㧘ߩਥ߇㧘ᢥ化߿␠会ߦⷙቯࠆߡࠇߐ

⾰⇣ߡ߅ߦ㧘ⴕേㆬᛯߦ㧘Ᏹߢߩߥߨ߆߈ࠍ⸂⺋㧘߆ࠆߢਇචಽߪߢ⺑߁ߣ

会⊛㧘␠ߩ߆ࠄ㧘ߦᏪ⚌߿㑐ଥᕈࠆߡߌߟ߮⚿ࠍߣਥߣਥߩࠆ߁ࠅߢᄙ᭽ߢ

ᢥ化⊛㧘ߪࠆᴦ⊛ⷰߥὐࠄ߆ᗧࠍ㉼⸂ߌߠਈߣߎࠆ߃㧘ߚߒ߁ߘߦ߮ࠄߥਥ

ห჻ߩ⚌Ꮺࠆߌ߅ߦਥห჻ߩߢ㑐ଥߩᣇะᕈࠍಽᨆ߇࠴ࡠࡊࠕ߁ߣࠆߔ㧘㧝ߩߟᒻ

 ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߡߒߣ



߫߃㧘⚌Ꮺߦߩ߆ࠄ␠会⊛ᢥ化⊛ᴦ⊛ⷰߥὐࠄ߆ᗧ߁ߣࠆߌߠὐߪߢ㧘

ⴊ✼㑐ଥߦၮߊߠ⽷㑓ߩࠢࡢ࠻࠶ࡀ߿ሽ㧘ੑ⠪㑐ଥ㧘᳃ᣖ߿ㇱᣖ㧘ࠆߥ⇣ߡߒߘᢎା

ᓤߚߞߣᒻߥ߁ࠃࠆࠇࠄ߃ᝒߢ㧘ਥห჻ߩߢ⚌Ꮺߪࠄࠇߎޕࠆߢ㧘ฦਥߡߞߣߦ

วℂ⊛ࠆߢ႐ว߽߇ࠆ߁ࠅ㧘ߥߢ߁ߘ႐ว߽ࠆ߁ࠅ㑐ଥᕈࠅߢ㧘ߥߢ߁ߘ႐

วߪߦ㧘␠会⊛ᢥ化⊛ᴦ⊛ⷰߥὐࠄࠇߘ⥄ߡߞࠃߦ㧘ᗧ߈ߴࠆࠇߐ㉼⸂ߌߠ

㑐ଥޕࠆߢ 

ᓇߪߦ㑆ߩߣਥߩઁߣਥࠆ㧘ߪߢὐ߁ߣᣇะᕈࠆߌ߅ߦᏪ⚌ߩ㧘ਥห჻ߚ߹

㗀ജߦ㆑߇ࠍߣߎࠆࠇࠄᗐቯ߽ߣߎࠆߔᔅⷐߒߛߚޕ߁ࠈߢ㧘߁⸒ߢߎߎᓇ㗀ജߪ㧘

ߴ߁ᛒࠅ㧘ขࠄߥߗߥޕߥߐᜰࠍߺߩࠇߘ߇ߥࠊ᭴߽ߢࠎࠍജᮭߥ⊛ᴦࠆࠁࠊ

㧘ᮭߪࠇߘ㧘߫߃ޕࠆߢࠄ߆ࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆߔߦ⇣ࠍḮ↢⊑ߩᓇ㗀ജߡߞࠃߦᏪ⚌߈

ᆭߦၮߩ߽ߊߠ㧘ᕈ߿年㐳⠪ߦၮߩ߽ߊߠ㧘↢ߩ㗅⇟⇟⋡ߦၮߚߞߣߩ߽ߊߠᒻࠍ

ขޕࠆߢࠄ߆ࠆ߁ࠅ 

ⴕേ᭽ߣᕁ⠨ߩߡߒߣ㧘ੱߪᗧߟᜬ߇⥄ࠇߘ㑐ଥᕈߩਥห჻ߚߒ߁ߎ㧘ߦ߆⏕ 

ᑼ߇⊒㆐ࠅ߅ߡߒ㧘ߟ߆߅ߥᒻᑼ⊛ߥᗧ集⚂ࠪࠬ߇ࡓ࠹ᒝ࿕᰷ࠆߡߒ┙⏕ߦ☨వ進⻉

࿖ߪߡ߅ߦ㧘ᣂᐲ学ᵷ߿Ყセᐲಽᨆ߇࠴ࡠࡊࠕߩขࠅᛒࠆߡߞ᭽ߥ㧘ᢥ化⊛

␠会⊛ߥⷐ࿃ߩߡߒߣ 1 ᄌᢙߩߡߒߣ⒟ᐲ߆ߒᗧࠍᜬޕߥࠇߒ߽߆ߥߚή論㧘߁ߘ

㧘ਥߡߞࠃߦၮḰ߁ߣㆡᔕᕈߪߚ߹㧘ߡߞࠃߦၮḰ߁ߣ㧘วℂᕈߡ߅ߦᴫ⁁ߚߒ

ห჻ߩ㑐ଥᕈߩߢߎߘ߿ⴕേࠍᛠីߪߡߟߦߣߎࠆߔ㧘⠌ᘠࠆߌ߅ߦࠬ࠘࠻ࡆࡂ߿ⶄᢙ

㧘ࠄ߇ߥߒ߆ߒޕߥߪߢߩ߽ࠆ߃໒ࠍ⟵㧘ᗧ߫ࠇߔߣ೨ឭࠍ⸂㑆ⴕേℂੱߩࠄ߆㕙ߩ

ᣢߦ␜ߥ߁ࠃߚߒ㧘㐿⊒ㅜߩ࿖߿ޘ㧘ᚢ⁁ᘒࠆߦ࿖ߪߡ߅ߦޘ㧘ਥห჻ߩߢ

㑐ଥᕈࠍ␠会⊛ᢥ化⊛ᴦ⊛ߥ㕙ࠄ߆ℂ⸃߇ߣߎࠆߔ㧘᰷☨వ進⻉࿖ࠍℂ⸃ࠆߔ႐

วߣᲧߡߴ⋧ኻ⊛ߦ㊀ⷐߥᗧࠍᜬޕࠆߢߕߪߟ 

㧘ߡߒߣోࠄࠇߘ㧘ߪ㑐ଥᕈߚࠇࠄߌߠᗧߦ⊛⟵ᄙߩߢਥห჻ߚߒ߁ߎ㧘ߡߒߘ 
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進化経済学論集第 11 集                   2007 年 3 月 24-25 日          

京都大学 

 

1990 年ઍࠆߌ߅ߦ日ᧄߣ☨࿖ߩᚑ㐳 

京都大学  ቝੳብᐘ 
ⷐᣦ 
 Nޟߩࠕ࠼࡞ࠞ⚥Ⓧ⊛࿃ᨐㅪ㑐ߩޠᔨ1990ޔߡߠߣ߽ߦ 年ઍࠆߌ߅ߦ日ᧄߩ経済
ṛޔߣ☨࿖ߩ㜞ᚑ㐳ߩ⻉ⷐ࿃ࠍಽᨆޔߕ߹ޔߦߚߩ⊛⋠ߩߎޕࠆߔഭ↢↥ᕈ߆
ޠࡓࠫᕈ↥↢ޟ経〝㧔ߩㅒ߮ࠃ߅㧕ࠆࠇ߫ߣޠࡓࠫ㔛ⷐޟ経〝㧔ࠆ⥋ߦ㔛ⷐᚑ㐳ࠄ
ค߮ࠃ߅⊛ᢙ学ޔߡߒ⠨ᘦࠍᐲ⊛ⷐ࿃ࠆߔᓇ㗀ߦ〝経ߩࠄࠇߎޔߡߟߦ㧕ࠆࠇ߫ߣ
ㅀ⊛ߦቯᑼ化ޕࠆߔᰴޔߦ日ᧄߣ☨࿖1980ޔߡߟߦࠇߙࠇߘ 年ઍߣ 90 年ઍ߁ߣ 2 ߟ
㔛ⷐޔ߫ࠇࠃߦផ⸘⚿ᨐޕࠆߔ⸘ផࠍࡓࠫᕈ↥↢ߣࡓࠫ㔛ⷐޔߡߌಽߦᦼ㑆ߩ
90ޔ߇࠻ࡈࠪߩฝᣇะ߳ߩࡓࠫ 年ઍࠆߌ߅ߦ日ᧄߩ経済ṛߩਥߥේ࿃ޔߚ߹ޕࠆߢ
↢↥ᕈߩࡓࠫߩ߈ޔ߇☨࿖ߩ㜞ᚑ㐳ߚߒࠄߚ߽ࠍਥߥේ࿃ࠪߩࠄࠇߎޕࠆߢ
 ޕࠆߔߦ߆ࠄߦ⊛⸽ታ߽ߡߟߦⷐ࿃⻉ߚߒࠄߚ߽ࠍ࠻ࡈ
 

 േᘒߩㇱ㐷ੑߣࠬࡦࡑࠜࡈࡄ経済ࡠࠢࡑ .1
 

 1 1980ޔߪ 年ઍߣ 90 年ઍࠆߌ߅ߦ日ᧄߣ☨࿖ߩ経済ߔ␜ࠍࠬࡦࡑࠜࡈࡄᜰᮡࠍ߹

⾰ታޕࠆߡߣ GDP ᚑ㐳₸ߦ㑐1990ޔߪߡߒ 年ઍࠆߌ߅ߦ日ᧄߩૐޕߟߛ߇ߐหߓ

90ޕࠆߡࠇߦ⪺㗼ߦࠄߐߡߒ㑐ߦ₸િ߮ߩ⾗ᛩߪߣߎ 年ઍߩ日ᧄࠆߌ߅ߦ㕖ቛᛩ⾗

㓹↪ᚑޔߪṛߩ㔛ⷐ✚ࠆࠇߐઍߦᛩ⾗㔛ⷐߥ߁ࠃߩߎޕߚߞߢࠬ࠽ࠗࡑߪ₸ᚑ㐳ߩ

㐳₸ߩ㊰化90ޕࠆߡߟ߮⚿ߦ 年ઍߩ日ᧄࠆߌ߅ߦ✚㓹↪ߩ年ᐔဋિ߮₸ߪ ߉ߔߦ0.4%

ߣࠆߺࠍᄌ化ߩ年Ფޕߥ 98 年ࠄ߆✚㓹↪ᷫߩዋ߇ᆎ߹ޕߚߞㅧᬺߩ㓹↪ߦ㒢90ޔ߫ࠇ

年ઍࠍㅢߡߓ年₸ ㅧᬺ㓹ߩ࿖☨ޕߚߒ進ⴕߦᕆㅦ߇⣕Ꮏᬺ化ࠆࠁࠊޕߚߒዋᷫߢ1.7%

90ޔ߇ࠆߡߞ߹ᆎߊᣧ߽ࠅࠃ日ᧄޔߪዋᷫߩ↪ 年ઍߪߦૐਅ₸ߪዊࠃߩߎޕߚߞߥߊߐ

ߦ߁ 1980 年ઍޔߪߡ߅ߦ日ᧄߩ経済ߪࠬࡦࡑࠜࡈࡄ☨࿖ࠍ回90ޔ߇ߚߡߞ 年ઍ

90ޔߣࠆߺࠍଔᩰᄌ化ޕߚߒㅒォߪߦ 年ઍᓟඨߩ日ᧄ߇ࡈ࠺ߥ߆߿✭ߪߡ߅ߦ進ⴕߒ

 ޕࠆߡ

ߚࠇࠊᄬޟ 10 年߽ߣޠ߫ࠆࠇ 1990 年ઍࠆߌ߅ߦ日ᧄߩ経済ṛߦ㑐ోޔߪߡߒⷐ⚛

↢↥ᕈૐਅߦේ࿃ࠆ᳞ࠍ Hayashi and Prescott[2002]ߩߤߥᣂฎౖᵷޔߣ㔛ⷐਇ⿷ߦේ

࿃ࠆ᳞ࠍ Yoshikawa[2002]࠭ࡦࠗࠤߩߤߥᵷߩߣ㑆ߢ論߇ዷ㐿ߩߎޔߒ߆ߒޕߚࠇߐ

論ߪᰴߥ߁ࠃߩᗧߢਇᲫߥේℂਥ⟵⊛論ޕࠆߢᣂฎౖᵷℂ論ޔ߽ߘ߽ߘޔߪ経済

ᄌേߦ㑐ߡߒଏ⛎ߩࠄ߆࠼ࠗࠨ⺑ߥ߈ߢ߆ߒℂ論᭴ㅧࠍᜬޔࠅ߅ߡߞ↢↥ᕈᄌ化ߦኻ

ᄌ化⊛┙⁛ߩᛩ⾗㔛ⷐޔߪᵷℂ論࠭ࡦࠗࠤޔߦㅒޔߚ߹ޕߥࠍᓇ㗀ߩ㔛ⷐᄌ化ࠆߔ

ߒ㊀ⷞࠍᓇ㗀ߩᕈᄌ化↥↢ࠆߔኻߦ㔛ⷐᄌ化ޔࠅ߅ߡࠇߐ▽᭴߇♽ℂ論ోߡߒߦὐࠍ

 ޕߥ

ᧄ論ᢥߪߢഭ↢↥ᕈߣ㔛ⷐᚑ㐳ߩߣ⋧ⷙቯ㑐ଥࠍឬߚ Kaldor[1966][1970]ߩ
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1990ޔߡߒߦࠬࡌࠍᣇ߃⠨߁ߣޠⓍ⊛࿃ᨐㅪ㑐⚥ޟ 年ઍࠆߌ߅ߦ日ᧄߩ経済ṛߣ☨

࿖ߩ経済ᚑ㐳ߩේ࿃ޔࠍᰴߥ߁ࠃߩ㗅ᐨߢޕࠆߔߦ߆ࠄᧄ▵ߩએਅߩㇱಽޔߪߢ 1 ߦ

ࠍߣߎߟ߽ࠍࠅࠊ㑐ߣㇱ㐷േᘒߩᛩ⾗⽷ㇱ㐷ߣᶖ⾌⽷ㇱ㐷ޔߪᴫ⁁ߩ経済ࡠࠢࡑߔ␜

ߡߒߘޕࠆߔߦ߆ࠄ Baumol[1967]ੑߩㇱ㐷ᚑ㐳ޔߡ↪ࠍ࡞࠺ࡕᛩ⾗⽷ߩ㔛ⷐᚑ㐳₸ߣഭ

↢↥ᕈ₸ࡠࠢࡑ߇ߣ経済ߩᚑ㐳ߡߞߣߦ㊀ⷐޕߔ␜ࠍߣߎࠆߢ㔛ⷐᚑ㐳ࠄ߆ഭ

↢↥ᕈࠆ⥋ߦ経〝߮ࠃ߅ㅒߩ経〝ߩౝኈߡߟߦ Kaldor 第ޔ߇ߥߡߴㅀߦචಽߪ

2 ⊛ᐲࠆߔᓇ㗀ߦ〝経ߩߟੑߩߎࠆࠇ߫ߣޠࡓࠫᕈ↥↢ޟޠࡓࠫ㔛ⷐޟޔߪߢ▵

ⷐ࿃ࠍ⻉ⷐ࿃ࠍࠍࡓࠫߩߟੑߩߎޔߒߦ߆ࠄᢙ学⊛߮ࠃ߅คㅀ⊛ߦቯᑼ化ޕࠆߔ

第 3 1980ޔߡߒ㑐ߦ࿖☨ߣ日ᧄޔߪߢ▵ 年ઍߣ 1990 年ઍ߁ߣ 2 㔛ޔߡߌಽߦᦼ㑆ߩߟ

ⷐࠍࡓࠫផ⸘ޔߚ߹ޕࠆߔ第 4 ޕࠆߔ⸘ផࠍࡓࠫᕈ↥↢ޔߢಽߩห᭽ޔߪߢ▵

߇ᄌ化ߩࠄߜߤߡߒߣਥޔߜ߁ߩࡓࠫᕈ↥↢ߣࡓࠫ㔛ⷐޔߡߞࠃߦ⸘ផߩߎ 1990

年ઍࠆߌ߅ߦ日ᧄߩṛ߇߆ߚߒࠄߚ߽ࠍޔߡߞࠃߦߣߎߩߘޕࠆߥߦ߆ࠄవߦㅀߚߴ

1990ޔߚ߹ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃ࠅਸ਼ࠍ論ߥਇᲫߩߣᵷ࠭ࡦࠗࠤߣᣂฎౖᵷߥ߁ࠃ 年ઍ

第ޕࠆߥߦ߆ࠄේ࿃߽ߚߒࠄߚ߽ࠍ㜞ᚑ㐳ߩ࿖☨ࠆߌ߅ߦ 5 ࠍ⊑ߥਥⷐߩᧄ論ᢥߢ▵

ⷐ⚂ޕࠆߔ 

 

  න:%㧕ޔ₸㧔年ࠬࡦࡑࠜࡈࡄ経済ࡠࠢࡑ 1
 日ᧄ ☨࿖ 
 1980-90 1990-2000 1980-90 1990-2000 
ታ⾰ GDP ᚑ㐳₸ 4.0 1.6 3.2 3.2 
ታ⾰㕖ቛᛩ⾗ᚑ㐳₸ 6.7 -0.3 5.8 6.8 
✚㓹↪ᚑ㐳₸ 0.9 0.4 1.8 1.6 
ㅧᬺ㓹↪ᚑ㐳₸ 0.9 -1.7 -0.5 -0.3 
GDP  ᄌ化₸ 2.2 0.1 4.2 2.1࠲ࡈ࠺
ᚲ: ✚ോ⋭ޡ࿖᳃経済⸘▚ޔޢThe U.S.: Department of Commerce, Bureau of Economic 
Analysis, National Income and Product Accounts (એਅޔNIPA  ޕ▚ࠄ߆(⸤ߣ
ᵈ: 19802000ޔ1990ޔ 年߽ࠇߕߪਔ࿖ࠆߌ߅ߦ᥊᳇ᓴⅣߩጊߦㄭ年ޔߢߩࠆߢ⸘᷹
୯ࠆߌ߅ߦ᥊᳇ᓴⅣߪࠬࠕࠗࡃߩዋߣߥ⠨ޕࠆࠇࠄ߃ 

 

 1 ޔߪᴫ⁁ߩ経済ࡠࠢࡑߥ߁ࠃߩ 2 ޕߟᜬࠍ㑐ㅪߣᴫ⁁ߩㇱ㐷ߔ␜ߦ 2 ߔ␜ߦ

⾗ቛᛩޕࠆߡߞ回ࠍࠇߘߩ⽷⾌ᶖߪ₸ഭ↢↥ᕈߩ⽷⾗ᛩߦ߽ߣ☨日ޔߦ߁ࠃ

ഭޔ߇ߥߡࠇߐ␜ߪߦߩߎޕࠆࠇߐ᭴ᚑߢ⾗ᑪ⸳ᛩߣ⾗ᯏ᪾ᛩޔߪ⾗᳃㑆ᛩߊ㒰ࠍ

↢↥ᕈ₸߇㜞ߪߩᯏ᪾ㇱ㐷ޕࠆߢᯏ᪾ㇱ㐷ߦߊߣ߽ߢߜ߁ߩഭ↢↥ᕈ₸

ߪࠇߎޕࠆߢ࠲ࡘࡇࡦࠦߪߩ߈大߇ 1990 年ઍߦᕆㅦߦ進ⴕߚߒ IT 化ߩᓇ㗀ࠄߺߣ

 ޕࠆࠇ

ㇱ㐷ߩ㔛ⷐᚑ㐳₸ޔߪ日☨ߢ大ޕࠆߥ⇣ߊ߈☨࿖ߪߡ߅ߦᛩ⾗⽷㔛ⷐߩᚑ㐳߇ᶖ⾌

⽷㔛ⷐߩᚑ㐳ࠍ回ޕࠆߡߞ日ᧄޔߪߢᶖ⾌⽷㔛ⷐߩᚑ㐳₸߇ࠆߢࠬࡊߪᛩ⾗⽷㔛

ⷐߩᚑ㐳₸ߚ߹ޕࠆߢࠬ࠽ࠗࡑߪ 2 ޕࠆߡߞߥ⇣ߢ☨ᄌ化߽日ߩଔ‛ޔߦ߁ࠃߔ␜ߦ

☨࿖ޔߪߡ߅ߦഭ↢↥ᕈ₸ߩ大߈ᛩ⾗⽷ߩଔᩰࠅ߹ߪᄌ化ޔߕߖഭ↢↥ᕈ

₸ߩዊߐᶖ⾌⽷ߩଔᩰ߇ޕࠆߡߒਔ⠪ࠍ✚วߚߒ✚ว‛ଔᜰᢙߪޔߒ経
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済ోޔߒ߆ߒޕࠆࠇࠄߺ߇ࡦ࡚ࠪࡈࡦࠗߥ߆߿ࠆࠁߪߡߒߣ日ᧄޔߪߢഭ↢↥ᕈ

₸ߩዊߐᶖ⾌⽷ߩଔᩰࠅ߹߇ᄌ化ޔߕߖഭ↢↥ᕈ₸ߩ大߈ᛩ⾗⽷ߩଔᩰ

 ޕࠆߡߒૐਅ߇

 

 2 ㇱ㐷ߩേᘒ㧔年₸ޔන:%㧕 
 日ᧄ㧔1990㨪2000 年㧕 ☨࿖㧔1987㨪1997 年㧕 
 㕖ቛᛩ⾗⽷ ᶖ⾌⽷ 㕖ቛᛩ⾗⽷ ᶖ⾌⽷ 
ഭ↢↥ᕈ₸ 2.0 1.0 3.3 0.8 
ᦨ⚳㔛ⷐታ⾰ᚑ㐳₸ -1.2 1.7 5.2 2.3 
ଔᩰᄌ化₸ -1.2 0.4 0.9 3.2 
ฬ⋡⾓㊄₸ᄌ化₸ 1.1 3.7 
ᵈ: 㕖ቛᛩ⾗⽷ߣᶖ⾌⽷ߩഭ↢↥ᕈ₸ߪᰴߥ߁ࠃߩᚻ⛯ߢ߈▚ޕߚߒ↥ᬺㅪ㑐
㧘ฦຠߡߓਸ਼ࠍߣഭᛩଥᢙᬺ↥ߣㅒⴕࡈࠚ࠴ࡦࠝߩ 1 නߦߩࠆߔ↥↢ࠍ⋥
ធ⊛㑆ធ⊛ߦᔅⷐߥഭ㊂㧘ုޟ߁ߩࠖ࠹࠶ࡀࠪࡄߜࠊߥߔ⋥⊛⛔วഭᛩଥᢙࠍޠ
▚ࠆߔ(Pasinetti[1973])ߩߎޕ୯ߩૐਅ₸ࠍ㧘ฦຠߩഭ↢↥ᕈ₸ߦࠄߐޕࠆߔߣ
⛔⊛⋤ຠုߡߒട㊀ߢ᭴ᚑᲧߩຠ⻉ࠆߔ᭴ᚑࠍᶖ⾌ᡰޔߪ႐วߩ⽷⾌ᶖ߫߃ߣߚ
วഭᛩଥᢙߩᐔဋ୯ߩߎޕࠆ᳞ࠍ୯ߩૐਅ₸ࠍ㧘ᶖ⾌⽷ߩഭ↢↥ᕈ₸ޕࠆߔߣ 
ᚲ: ☨࿖ߩ↥ᬺㅪ㑐ߪߡߟߦ U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic 
Analysis ߢࠫࡍࡓࡎߩ㐿ࠆߡࠇߐ the U.S. Input-Output Tables in 1987, 1997
NIPAޔߪߡߟߦഭᛩଥᢙߩ࿖☨ޕߚߒ↪ࠍ ߩ Persons Engaged in Production by 
Industry ᐔᚑޡ⋬ോ✚ߪߡߟߦ日ᧄޕߚߒ▚ࠄ߆ 2-7-12 年ធ⛯↥ᬺㅪ㑐ߩޢ⛔วਛ
ಽ㘃ߩขᒁၮᧄޔ㓹↪ࠍ↪ޕߚߒᶖ⾌⽷ޔ㕖ቛᛩ⾗⽷ߩᦨ⚳㔛ⷐታ⾰ᚑ㐳₸ߣଔ
ᩰᄌ化₸ߪ NIPAޡޔ࿖᳃経済⸘▚ޕߚ᳞ࠄ߆ޢฬ⋡⾓㊄ᄌ化₸ߪ NIPAޔෘ↢ഭ⋭ޡᲤ
月ൕഭ⛔⸘⺞ᩏޕߚ᳞ࠄ߆ޢ 
 
Baumol[1967]ޔߪ㑐ㅪߩߣ₸㔛ⷐᚑ㐳ߣ₸ഭ↢↥ᕈߩㇱ㐷ߣ₸経済ᚑ㐳ࡠࠢࡑ

߇ഭ↢↥ᕈ₸ᩰᏅߦㇱ㐷㑆ޕࠆ߈ߢ⺑ߦ߁ࠃߩᰴߡߞࠍ࡞࠺ࡕㇱ㐷ᚑ㐳ੑߩ

ᕈ↥↢ߪ↪㓹ߦߛߒޔ߫ࠇߌߥߒᄌ化߇ຠ᭴ᚑᲧߩታ⾰㔛ⷐޔߡ߅ߦ経済ࠆ

ߪࠬࠤߩߎޕߊߡߒૐਅߪ₸経済ᚑ㐳ߩࡠࠢࡑޔ߈ߡߒ集ਛߦㇱ㐷ૐ߇₸ 3 ߩ

ࠬࠤ 1 1990ޔߡߒ߹ޕࠆߡࠇߐ␜ߦ 年ઍߩ日ᧄߦ߁ࠃߩ↢↥ᕈ₸߇ૐຠߦኻ

ߢᕆㅦࠅࠃߪૐਅߩ₸経済ᚑ㐳ߩࡠࠢࡑޔߪߢࠬࠤ߈大ߦ⊛ኻ⋦߇₸ᚑ㐳ߩ㔛ⷐࠆߔ

ߩߟ߽ࠍലᨐࠆߖߐૐਅࠍ₸経済ᚑ㐳ߪ㔛ⷐ᭴ㅧᄌ化ߩࡊࠗ࠲ߥ߁ࠃߩߎޔࠅ߹ߟޕࠆ

ޔߦㅒޕࠆߢ 3 ࠬࠤߩ 2 㔛ⷐᚑ㐳ࠆߔኻߦຠ㜞߇₸ᕈ↥↢ޔߦ߁ࠃߔ␜ߦ

ߪ₸経済ᚑ㐳ࡠࠢࡑޔߕߖᄌ化ߪㇱ㐷᭴ᚑᲧߩ㓹↪㊂ޔߪߢࠬࠤ߈大ߦ⊛ኻ⋦߇₸

⛽ᜬޕࠆࠇߐ 2 ࠬࠤߩߎޔߪᢙ୯ߩ࿖☨ߔ␜ߦ 2  ޕㄭߦ

 

  ࠬࠤ⊛ဳౖߩߟੑߩ࡞࠺ࡕ࡞ࡕࡏ  3
ࠬࠤ  ࠬࠤ 1 2 
 ㇱ㐷 1 ㇱ㐷 2 ㇱ㐷 1 ㇱ㐷 2 
ഭ↢↥ᕈ₸ +++ + +++ + 
ᦨ⚳㔛ⷐታ⾰ᚑ㐳₸ ++ ++ +++ + 
㓹↪ᄌ化₸ 㫣 + 0 0 
 経済ᚑ㐳₸ ᷫዋ ਇᄌࡠࠢࡑ
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 4 ↢↥ᕈᄌ化₸ᩰᏅࡦ࡚ࠪࡈࡦࠗߣࡦ࡚ࠪࡈ࠺ 
 ↢↥ᕈᄌ化₸ᩰᏅࡈ࠺ ↢↥ᕈᄌ化₸ᩰᏅࠗࡈࡦ 
 ㇱ㐷 1 ㇱ㐷 2 ㇱ㐷 1 ㇱ㐷 2 
ഭ↢↥ᕈ₸ +++ + +++ + 
ฬ⋡⾓㊄₸ + +++ 
ଔᩰᄌ化₸ 㫣㫣 0 0 ++ 
✚ว‛ଔᄌ化₸ 㫣 + 
ᵈ: ㇱ㐷 2 ޔࠅߥߣޠ+ޟޔ߽ߣࠬࠤߩਔᣇޔߪ₸ታ⾰⾓㊄ޔߣࠆߔߣᶖ⾌⽷ㇱ㐷ࠍ
 ޕߒ╬

 

⚐නߥ߁ࠃߩᰴޕࠆ߈ߢ⺑ࠄ߆േᘒߩㇱ㐷ޔേะ߽ߩଔ‛ߩ࡞ࡌࡠࠢࡑޔߦࠄߐ

化ߩߚߩቯߡߌ⸳ࠍ⠨ޕ߁ࠃ߃第 1 第ޔߦ i ଔᩰߩ⽷ ip วഭ⛔⊛⋤ုߩ⽷ߩߘޔߪ

ଥᢙ iv 㧔1ࡊ࠶ࠕࠢࡑẢߩ⽷ߩߘޔߦࠄߐޔߓਸ਼ࠍဋ╬⾓㊄₸wߦ im+ 㧕ࠍਸ਼ߚߓ୯ߢ

第ޕࠆߔቯߣࠆ 2 ₸ࡊ࠶ࠕࠢࡑޔߦ im วഭ⛔⊛⋤ုޔ߇ࠆߢਇᄌߡߓㅢࠍ㑆ᤨߪ

ᛩଥᢙᤨߪ㑆ࠍㅢߡߓૐਅߩߘޔߒૐਅ₸ࠍഭ↢↥ᕈ₸ޕࠆߔߣ 

    1 1 1(1 )p v w m= +             (1) 

    2 2 2(1 )p v w m= +             (2) 

߆ࠆߔㅪേߣ₸ഭ↢↥ᕈߩㇱ㐷ߩߤ߇₸ߩ₸㊄⾓ޔߪߢਅߩቯߥ߁ࠃߩߎ

第ޕࠆߓ↢߇ࠬࠤߩߟੑߩᰴޔߡߞࠃߦ 1 ㇱ㐷㜞߇₸ഭ↢↥ᕈޔߦ 1 ↢ഭߩ

↥ᕈ₸ߦ⾓㊄₸ߒ╬߇႐วޔߪㇱ㐷 1 ഭ↢↥ᕈޔ߇ߥߒᄌ化ߪຠଔᩰߩ

₸߇ૐㇱ㐷 2 ߇ଔᩰߩຠޔߢߩࠆ回ࠍ₸ഭ↢↥ᕈ߇₸㊄⾓ޔߪߢ

↢ޟޔߪ㜞㗇⾐[1962]ࠍ⽎ߩߎޕߊߡߒߪว‛ଔᜰᢙ✚ߩ経済ోޔᨐ⚿ߩߘޕࠆ߇

↥ᕈᄌ化₸ᩰᏅࠗߣޠࡦ࡚ࠪࡈࡦฬઃޕߚߌ☨࿖ߩߎߪࡦ࡚ࠪࡈࡦࠗߥ߆߿✭ߩ

第ޕࠆ߹ߪߡᒰߦࠬࠤ 2 第ޔߦ 1 ㇱ㐷ૐ߇₸ഭ↢↥ᕈޔߦㅒߪߣࠬࠤߩ 2 ߩ

ഭ↢↥ᕈ₸ߦ⾓㊄₸ߒ╬߇႐วޔㇱ㐷 2 ᕈ↥↢ޟޔ߇ߥߒᄌ化ߪຠଔᩰߩ

ᄌ化₸ᩰᏅࠗߪߣޠࡦ࡚ࠪࡈࡦㅒߩ⽎ޟ߫ࠊޔ↢↥ᕈᄌ化₸ᩰᏅޠࡦ࡚ࠪࡈ࠺

ㇱ㐷㜞߇₸ഭ↢↥ᕈޕࠆߓ↢߇ 1 ࠆਅ回ࠍ₸ഭ↢↥ᕈ߇₸㊄⾓ޔߪߢ

ߩ日ᧄޕߊߡߒૐਅߪว‛ଔᜰᢙ✚ߩ経済ోޔߡߒ߁ߎޕࠆ߇ਅ߇ଔᩰߩຠޔߢߩ

ޕࠆߔᒰߦࠬࠤߩޠࡦ࡚ࠪࡈ࠺ᕈᄌ化₸ᩰᏅ↥↢ޟߩߎߪࡦ࡚ࠪࡈ࠺ߥ߆߿✭

 4  ޕࠆߡߣ߹ࠍࠬࠤ⊛ဳౖߩߟੑߩߎߪ

1990 年ઍࠆߌ߅ߦ日ᧄޔߪ 3 ࠬࠤߩ 1 ߣ 4 วߺ⚵߇ߣࡈ࠺ᕈᄌ化₸ᩰᏅ↥↢ߩ

ߪ࿖☨ޔᣇ৻ޕࠆߦᴫ⁁ߚࠇߐࠊ 3 ࠬࠤߩ 2 ߣ 4 ߣࡈࡦᕈᄌ化₸ᩰᏅࠗ↥↢ߩ

ߒޕࠆ߁ࠅ߽ߖว⚵ࠆߥ⇣ߪߣࠄࠇߎޔߪߢᒻᑼ論ℂޕㄭߦᴫ⁁ߚࠇߐࠊวߺ⚵߇

第ߩએਅޔߒ߆ 4 ޔߦ߁ࠃࠆߔ⺑ߢ▵ 3 ࠬࠤߩ 1 ޔߣṛߩᛩ⾗㔛ⷐߥ߁ࠃߩ 4

߇น⢻ᕈࠆߡߒ㑐ㅪߦ⋦ޔߪߣૐਅߩᛩ⾗⽷ଔᩰߥ߁ࠃߩࡈ࠺ᕈᄌ化₸ᩰᏅ↥↢ߩ

㜞ߥ߁ࠃߩߎޕὐߦ⇐ᗧޔࠄ߇ߥߒએਅߢዷ㐿ࠆߔಽᨆޔߪߢᛩ⾗⽷ࠆߔ↥↢ࠍㇱ㐷㧔ౕ

⊛ߥㇱ㐷ಽ㘃ߪߢᯏ᪾ߣᑪ⸳㧕ߩഭ↢↥ᕈߣ㔛ⷐߩേᘒߦὶὐࠍᒰޕࠆߡ☨࿖ޔߪߢ

ߣࠆߴᲧߣએ೨ࠇߘ 1990 年ઍࠆߌ߅ߦᛩ⾗⽷ߩഭ↢↥ᕈ₸ߣ㔛ⷐᚑ㐳₸ߦ߽ߣޔߪ

㜞ޕㅒߦ日ᧄߦ߽ߣޔߪߢૐߥ߁ࠃߩߎޕᄌ化ߚߓ↢߇ේ࿃ࠍᬌ⸛ޕࠆߔ 
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2. ᚑ㐳ߩቯᑼ化 
 

2.1 ⚥Ⓧ⊛࿃ᨐㅪ㑐ߩ⻉Ბ㓏 

↢ഭޔߪᔅⷐ᧦ઙߩߚߥߒૐਅ߇₸経済ᚑ㐳ࡠࠢࡑޔߣࠆࠃߦ࡞࠺ࡕ࡞ࡕࡏ

↥ᕈ₸߇㜞ຠߦኻࠆߔ㔛ⷐᚑ㐳₸߇大ߩࠕ࠼࡞ࠞޔߪߣߎߩߎޕࠆߢߣߎ߈

⚥Ⓧ⊛࿃ᨐㅪ㑐߁ߣᔨޔߣࠆ߃ࠄߣߡߠߣ߽ߦᒰຠߦ㑐ޔߡߒഭ↢↥ᕈ

߈大ߦ߽ߣ߇ലᨐࠆߖߐࠍഭ↢↥ᕈ߇㔛ⷐᚑ㐳ޔ߮ࠃ߅ޔലᨐࠆߖߐᚑ㐳ࠍ㔛ⷐ߇

ࠫ㔛ⷐޟࠍ〝経ࠆ⥋ߦ㔛ⷐᚑ㐳ࠄ߆ഭ↢↥ᕈޔߪBoyer[1988]ޕࠆߔᗧࠍߣߎ

ࠍࠇߙࠇߘޔ߮ߣޠࡓࠫᕈ↥↢ޟࠍ〝経ࠆ⥋ߦഭ↢↥ᕈࠄ߆㔛ⷐᚑ㐳ޔޠࡓ

ࠆߔ㑐ᢙࡠࠢࡑࠍ経済ࠄ߆࡞࠺ࡕዉߩߟੑߩߎޔߒ㑐ᢙߩᄌ化ޔߡߞࠃߦᚑ㐳

ޔ߽ࠅࠃߣߎࠆߔ⚂集ߦ㑐ᢙߩߟߣ߭ࠍࡓࠫฦޔߪߢᧄⓂޕ1ࠆߡߒ⺑ࠍォ឵ߩ

ᐲ⊛ⷐ࿃ߦ⇐ᗧࠄ߇ߥߒฦߩࡓࠫౝㇱߢߊ࿃ᨐㅪ㑐ࠍࠬࡠࡊߩ⺑ߦߣߎࠆߔ㊀

ὐߩߎޕߊ⟎ࠍ࿃ᨐㅪ㑐ࠍࡓ࠭࠾ࠞࡔߩޔߦߚࠆߔߦ߆ࠄഭ↢↥ᕈࠄ߆㔛ⷐᚑ

㐳ࠆ⥋ߦ経〝߮ࠃ߅㔛ⷐᚑ㐳ࠄ߆ഭ↢↥ᕈࠆ⥋ߦ経〝ޔࠍࠇߙࠇߘ࿑ 1 ߁ࠃߔ␜ߦ

 ޕࠆߌಽߦᲑ㓏ߩߟੑߦ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

࿑ 1 ⚥Ⓧ⊛࿃ᨐㅪ㑐ࠆߌ߅ߦ 4  Ბ㓏ߩߟ

 

2.2 㔛ⷐߩࡓࠫቯᑼ化 

ഭ↢↥ᕈࠄ߆㔛ⷐᚑ㐳ࠆ⥋ߦ経〝ޔߪᚲᓧಽ㈩ߣᡰߩߟੑ߁ߣᲑ㓏ߢ᭴ᚑߐ

ޔ߫߃ߣߚޕࠆߢ㈩ಽߩᚑᨐߩഭ↢↥ᕈޔߪߣᚲᓧಽ㈩ࠆߥߣ㗴ߢߎߎޕࠆࠇ

                                                  
1 Boyer[1988]ߪߡߟߦ࡞࠺ࡕߩ Boyer[2004b],Petit[2005]߽ߢዷ㐿ޔߚ߹ޕࠆߡࠇߐ

Boyer[1988]ߪ࡞࠺ࡕߩ 1 ㇱ㐷ޔ߇ࠆߢ࡞࠺ࡕࡠࠢࡑߩഭ↢↥ᕈ₸ߩㇱ㐷㑆ᩰᏅࠍ

߁ߥ߽ߣ 2 ㇱ㐷ߩࠄ߆࡞࠺ࡕ㔛ⷐࡓࠫ㑐ᢙߣ↢↥ᕈࡓࠫ㑐ᢙߩዉߪߡߟߦቝ

ੳ[1998]ࠍෳᾖޕߚࠇߐNaastepad[2006]ߩ࠳ࡦࠝޔߪ㔛ⷐࡓࠫ㑐ᢙߣ↢↥ᕈࠫ

 ޕࠆߡߒ⸘ផࠍ㑐ᢙࡓ

ഭ↢↥ᕈ 㔛ⷐᚑ㐳 

[㔛ⷐࡓࠫ] 

[↢↥ᕈࡓࠫ] 

ᚲᓧಽ㈩ ᡰ㧔ᶖ⾌ޔᛩ⾗ޔャ㧕 

  ⚵❱㕟ᣂ 

㓹↪⺞ᢛ 

ᛛⴚ㕟ᣂ 

↢↥⸳⺞ᢛ 

ᐲ⻉ᒻᘒ 
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ߪࠆޔ߆ࠆࠇߐಽ㈩ߡߒߣẢޔ߆ࠆࠇߐಽ㈩ߡߒߣ㊄⾓ߡߒߣਥޔ߇ࠇߎ

ਔᣇߦဋ╬ߦಽ㈩ߪࠆޔ߆ࠆࠇߐଔᩰૐਅޔߡߒߣຠ⾼⾈⠪ߦಽ㈩ߣޔ߆ࠆࠇߐ

ޕ߁ࠈߢ㊄ᐲ⾓ߪⷐ࿃ߥ㊀ⷐࠆࠊ㑐ߦㆬᛯߩߎޕ(Petit[2005])ࠆߔሽ߇ㆬᛯ⢇ߥ߁ࠃ߁

⾓㊄ᷤᐲߪ࿖ߡߞࠃߦᄙ᭽ޕࠆߢഭ⚵วߩਛᄩ⚵❱ߣ経༡⠪࿅ߩਛᄩ⚵❱ߩߣ

㑆ߩᷤ߇ਛᔃ⊛ߥᓎഀࠍᨐߥ߁ࠃߔߚ集ᮭ⊛ߥᷤޔ߿৻ડᬺౝㇱߩഭ⚵วߣ経༡⠪

ડᬺߒ߆ߒޕࠆ߇ᷤᒻᘒߥᄙ᭽ߤߥᷤߥ⊛ಽᮭߔߚᨐࠍᓎഀߥ⊛ਛᔃ߇ᷤߩߣ

ᷤޔ߽ߡ߅ߦ᥊᳇੍᷹ޟ߿㑆⋧႐߿ޠหᬺઁ␠ߩᷤ⚿ᨐ߇ෳᾖޔࠄ߆ߣߎࠆࠇߐ

ฬ⋡⾓㊄ߩቯޔߪડᬺౝߢቢ⚿ࠆߔㆊ⒟ࡠࠢࡑޔߊߥߪߢ経済⊛ߥᰴర߇㑐ଥࠆߔ

ㆊ⒟ޔߚ߹ޕࠆߢẢ₸ޔߪߡߟߦ㜞Ả₸ㇱ㐷߳ߩෳޔߣૐẢ₸ㇱ㐷ߩࠄ߆ㅌ

ࠍㅢޔߡߓẢ₸ߩ␠会⊛ᐔဋ化߇ⴕߦ߁ࠃߩߎޕࠆࠇࠊᚲᓧಽ㈩ߥ⊛ࡠࠢࡑޔߪߦᰴ

ర߇㑐ଥޔߡߞ߇ߚߒޕࠆߡߒ㔛ⷐޔߪࡓࠫਥࡠࠢࡑߡߒߣ経済ߢ࡞ࡌⷙቯࠇߐ

 ޕࠆߢᔨࠆ

 㔛ⷐߩࡓࠫ第 2 Ảᚲߪࠆ㊄ᚲᓧ⾓ޕࠆߢᡰߩᚲᓧߚࠇߐಽ㈩ޔߪᲑ㓏ߩ

ᓧޔߪᶖ⾌ߪࠆᛩ⾗ߡߒߣᡰߩߎޕࠆࠇߐᡰ㗵ޔߪᚲᓧ㗵߿ຠଔᩰߦଐሽߡߒ

ᄌ化ߚ߹ޔߒࠆߔ㊄Ⲣᐲߦ㑐ࠆࠊⷐ࿃ߤߥߩ⻉ⷐ࿃ߩᓇ㗀ࠍฃߡߌᄌ化ࠊࠅߣޕࠆߔ

 ޕࠆߡࠇࠄ⍮߇ߣߎࠆߔᄌേߊ߈大ࠅߥ߆ߡߌฃࠍᓇ㗀ߩⷐ࿃ߥ߹ߑ߹ߐߪᛩ⾗ᡰߌ

 એਅޔߪߢ㕖Ᏹߦන⚐ੑߥㇱ㐷ᚑ㐳ࠍ࡞࠺ࡕޔߡߞ㔛ⷐࠍࡓࠫቯᑼ化ޕࠆߔ㔛ⷐ

ߚߒቯᑼ化ߡೋࠍࡓࠫ Boyer[1988]ޔࠤߪߢ࡞࠺ࡕߩ ᛩ⾗㑐⊛┙⁛ߩࡊࠗ࠲࠭ࡦࠗ

ᢙߣ⁛┙⊛ᶖ⾌㑐ᢙ߇ណ↪ޔࠇߐ㔛ⷐࠍ↥↢߇⚂߁ߣࠆߔ೨ឭߩߎޕࠆߡࠇ߆߅߇

೨ឭߪㅢᏱࡠࠢࡑߩ経済学ߪߢ⍴ᦼ⊛ޔ߇ࠆࠇࠄ߃ࠄߣߡߒߣߩ߽ߥBoyer ⼂ᗧࠍࠇߘޔߪ

ߦߣߎࠆߔߣ೨ឭߩ࡞࠺ࡕ㐳ᦼࠍ⚂㔛ⷐޕ(Boyer[2004b])ࠆߡߒ↪ណߢ࡞࠺ࡕ㐳ᦼߦ⊛

㑐ޔߡߒDumªnil and Lªvy[2003]ࠬࠢ࡞ࡑޔߪᵷⷰߩὐࠄ߆ᛕ್ࠞࡔࠕޔߒ⾗ᧄਥ⟵ߩ

ᚢ㑆ᦼߩෂᯏߣᚢᓟߩᚑ㐳ޔߪ㔛ⷐߩᄌേߩ⚿ᨐޔߊߥߪߢᛛⴚߩ❰⚵ߣᄌ化ߩ⚿ᨐߢ

ߩ㔛ⷐޔߕߖቯࠄ߆ᦨೋࠍᶖ⾌㑐ᢙ⊛┙⁛ߣᛩ⾗㑐ᢙ⊛┙⁛ޔߪߢᧄⓂޕࠆߔਥᒛߣࠆ

ᄌ化ߣᛛⴚߩ❰⚵ߣᄌ化ߩᣇߦ߽ߣࠍಽᨆࠍࠢࡢࡓࡈࠆ߈ߢឭ␜ޕࠆߔએਅޔߪߢ

ㇱ㐷ߩ㔛⛎৻⥌ᑼࠍᕡ╬ᑼዷ㐿ޔߡߞࠃߦߣߎࠆߔ㔛ⷐᚑ㐳₸ߣഭ↢↥ᕈ₸ߩߣ

㑆ߩဳ✢ߩ㑐ଥߜࠊߥߔޔ㔛ⷐࡓࠫ㑐ᢙࠍዉߊ㧔⁛┙⊛ᛩ⾗㑐ᢙ4ޔߪ 㔛ࠆߔ⺑ߢ▵

ⷐߩࡓࠫផ⸘ߩᲑ㓏ߢዉࠆࠇߐ㧕ޕ 

 ᛩ⾗⽷ㇱ㐷㧔ౕ⊛ߪߦᯏ᪾ߣᑪ⸳㧕ࠆߌ߅ߦ㔛ⷐว⸘ 1Y ⾗ᛩ⸳ߩડᬺޔߪ I ߃ടߦ

⸘ߩ⸳ቛᑪߣ⾌ᶖߩᯏ᪾ࠆࠃߦ⸘ኅޔߡ 1C ャߩᯏ᪾ޔߣ 1E ߡߴߔߪࠄࠇߎ㧔ࠆߥࠄ߆

ታ⾰୯ࠆߔߣ㧕ޕ 

1 1 1Y I C E= + +       (3) 

ଔᩰߪవ(2)(1)ߚߒ␜ߦᑼߢޕࠆߔߣߩ߽ࠆࠇߐᛩ⾗⽷ଔᩰࠍ 1p Ảᚲᓧߩ経済ోޔ

ว⸘ޔߡߒߣ3ࠍẢᚲᓧߩ⾂⫾₸㧔Ảᚲᓧߦභࠆᛩ⾗㗵ഀߩว㧕ࠍ sߢޕߔ 

1p I s= 3         (4) 

ޕࠆߔቯߣࠆࠇߐ⾌ᶖߪㇱಽߥࠇߐ⾗ᛩߜ߁ߩẢᚲᓧޔߣߡߴߔߩ㊄ᚲᓧ⾓ޔߚ߹
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ࠍวഀߩว⸘㗵ߩ⾗ቛᛩߣ⾌ᯏ᪾ᶖࠆභߦนಣಽᚲᓧోߩࠄࠇߎߡߒߘ β ޕߔߢ

✚ഭ㊂ࠍ Lߢޕߔ 

1 1 [ (1 ) ]p C wL sβ= + − 3      (5) 

(4)(5)ᑼޔࠄ߆ 

1 1 1 1 2 2 1( / )[(1 ) / ] [( ) / ][(1 ) / ]I C p s p Y p Y p sβ β S S β β S+ = 3 − + = + − +  

1 2 2 1( / )[(1 ) ]Y p Y p sβ S β= + − +            (6) 

ޔߢߎߎ /( )wLS = 3 3 + ޕࠆߢࠕࠚẢࠪߪ 2Y  ޕࠆߢ⸘㔛ⷐวߩ⽷⾌ᶖߪ

ု⋥⊛⛔วഭଥᢙߩૐਅ₸ߜࠊߥߔഭ↢↥ᕈ₸ 1 2,U U ޔߚ߹ޕߔߦ߁ࠃߩᰴࠍ

ᄌߩߘޔߪᄌᢙߚߒઃࠍภ⸤࠻࠶ࡂޔએਅޕߔߢ'ࠍㇱ㐷㑆ᩰᏅߩ₸ᄌ化ࡊ࠶ࠕࠢࡑ

ᢙߩᄌ化₸ࠍࠍࡃޔߒઃߚߒᄌᢙߩߘޔߪᄌᢙߩᦼ㑆ᐔဋࠍޕߔ 

1 1̂vU = −            (7) 

2 2v̂U = −                      (�) 

n n
1 2(1 ) (1 )m m' = + − +          (9) 

(1)(2)ᑼࠍᄌ化₸ߦᄌ឵ޔߡߒwࠍᶖ(9)-(7)ޔߢ߃߁ߚߒᑼࠍઍߡߒᢛℂޔߣࠆߔᰴ

 ޕࠆࠇ߆ዉ߇ᑼߩ

2 1 1 2ˆ ˆp p U U− = − −'     (10) 

 (3)ᑼࠍᄌ化₸ߦᄌ឵ࠍ(10)(6)ޔߡߒޔߣ߁ᛩ⾗⽷ߩ㔛ⷐᚑ㐳₸ 1g  ޕࠆߥߦ߁ࠃߩᰴߪ

l n l n l
1 1 1 1 1 1 2 2 1

ˆ( ) (1 ) [(1 ) ( ) (1 ) ] (1 )g Y I C E g Y s Eδ δ δ V V U U β S β δ= + + − = − + − −' + + − + + −�

 (11) 

ޔߢߎߎ 1 1( ) /I C Yδ = +   2 2 1 1 2 2/( )Y p Y p Y pV = +  ޕࠆߢ

ᓟߢ第 3.2 วഀߩว⸘㗵ߩ⾗ቛᛩߣ⾌ᯏ᪾ᶖࠆභߦนಣಽᚲᓧోޔߦ߁ࠃߔ␜ߢ▵

β 1970ޔߪ 年ઍએ㒠ޔ㐳ᦼ⊛ޔߡߺߦ߶߷ਇᄌޕࠆߢβ ߥ߇ᑼߩᰴޔ႐วࠆߢਇᄌ߇

 ޕ2ߟߚࠅ

n ˆ ˆ(1 ) ( )s sβ S β W S− + = +    (12) 

ޔߢߎߎ (1 ) /[(1 ) ]s sW β S β S β= − − +  ޕࠆߢ 

ࠍഭ㊂ߩᶖ⾌⽷ㇱ㐷ޔߚ߹ 2L  ޔߣࠆߔߣ

                                                  
ߦ߁ࠃߩ᥉ᦼߩਥ⟵⊛ᶖ⾌᭽ᑼ࠼ࠜࡈ 2 β ޔ႐วࠆߔᄌ化߇ sS ޔ߫ࠄߥࠆߢਇᄌ߇

(12)ᑼߩઍߦࠅࠊᰴ(12)ߩ’ᑼ߇ᚑ┙ޕࠆߔ n ˆ(1 )sβ S β Nβ− + =    (12)’ 

ޔߢߎߎ (1 ) /[ (1 ) ]s s sN S β S S β= − + −  ޕࠆߢ 
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2 2 2
ˆ ˆL Y U= −     (13) 

(12)(13)ᑼࠍઍ(11)ߡߒᑼࠍᢛℂޔߣࠆߔ 

l
1 1 2 1

ˆ ˆ ˆ (1 )g z z L z s z z z EδVU δV δW δWS δV δ+ + + − ' + −�   (14) 

ޔߢߎߎ 1/[1 (1 )]z δ V= − −  ޕࠆߢ 

 (14)ᑼޔ߇ᛩ⾗⽷ㇱ㐷ߩ㔛ⷐࡓࠫ㑐ᢙߩߎޕࠆߢ㔛ⷐࡓࠫ㑐ᢙߩߪ߈

/[(1 ) ]zδV δV δ δV= − + 0ޔߦ߆ࠄޔࠅߢ 1zδV< < δޕࠆߢ භߦ㔛ⷐోߩ⽷⾗ᛩߪ

ฝㄝ第ߩᑼ(14)ޔࠅߢวഀߩ࿖ౝ㔛ⷐࠆ 1 㗄ߪ↢↥ᕈ⋉ߩ࿖ౝಽ㈩߇ᛩ⾗⽷㔛ⷐߦ

߷ߔലᨐࠍޕߔಾ 5ޔߪ ฝߩᑼ(14)ޕࠆߢࠅㅢߩᰴߪᗧߩฦ㗄ޕࠆߥࠄ߆㗄ߩߟ

ㄝ第 2 㗄ޔߪᶖ⾌⽷ㇱ㐷ߩഭ㊂Ⴧട߇ᛩ⾗⽷㔛ⷐߦ߷ߔലᨐࠍޕߔฝㄝ第 3 㗄ߣ第 4

㗄ࠇߙࠇߘޔߪẢᚲᓧߩ₸⫾⾂ߩᄌ化ߣẢࠪߩࠕࠚᄌ化߇ᛩ⾗⽷㔛ⷐߦ߷ߔലᨐࠍ

ޕߔ第 5 㗄ࡊ࠶ࠕࠢࡑޔߪ₸ᄌ化ߩㇱ㐷㑆ᩰᏅ߇߷ߔᓇ㗀(10)ޕࠆߢᑼࠊ߫ࠇߺࠍ

ߚߞ回ࠍࠇߘߩᶖ⾌⽷ㇱ㐷߇ᄌ化ߩ₸ࡊ࠶ࠕࠢࡑߩᛩ⾗⽷ㇱ㐷߫߃ߣߚޔߦ߁ࠃࠆ߆

ߥߊߐዊ߇₸ૐਅߩኻଔᩰ⋦ߩ⽷⾗ᛩߚߓᔕߦᕈᄌ化₸ᩰᏅ↥↢ޔߌߛಽߩߘޔߣࠆߔߣ

第ޕߔ߷ࠍᓇ㗀ߩࠬ࠽ࠗࡑߡߒኻߦᛩ⾗⽷㔛ⷐߪࠇߎޕࠆ 6 㗄ߪᶏᄖ㔛ⷐߩᄌ化߇ᛩ⾗

⽷㔛ⷐߦ߷ߔലᨐࠍޕߔ 

ࠃߩߎޕࠆߢ୯ࠆߔଐሽߦᡰ᭴ㅧ߿ᚲᓧಽ㈩ߩ経済ోޔߪ㗄ߩߊᄙߜ߁ߩࠄࠇߎ

ഭߣ₸㔛ⷐᚑ㐳ࠆߔ↪ߢ࡞ࡌ߁ߣ経済ࡠࠢࡑޔߪ㑐ᢙࡓࠫ㔛ⷐޔߢᗧߥ߁

↢↥ᕈ₸ߩߣ㑆ߩ⚂㑐ଥࠍޕߔ経済ᚑ㐳ࠆߌ߅ߦ࡞࠺ࡕേ学⊛⚂㑐ଥޔߪߡߒߣ

ᣇ⒟ᑼࠫ࠶ࡉࡦࠤ g sr= ࠍὶὐߦ㑐ଥߩߣ経済ᚑ㐳ߣᚲᓧಽ㈩ߪࠇߎޕࠆߡࠇࠄ⍮߇

ߩߣ経済ᚑ㐳ߣഭ↢↥ᕈޔߪߡ߅ߦਛ㐳ᦼ⊛ⷰὐޔߒ߆ߒޕࠆߢߚߖࠊ

㑐ଥߦὶὐࠍᒰ߽ߣߎࠆߡ㊀ⷐޕࠆߢ㔛ⷐࡓࠫ㑐ᢙޔߪഭ↢↥ᕈߣ経済ᚑ㐳

 ޕߥࠄߥઁߦߩ߽ߚߒᒛࠍᣇ⒟ᑼࠫ࠶ࡉࡦࠤޔߢߜߚ߆ࠆߡᒰࠍὶὐߦ㑐ଥߩߣ

 

2.3 ↢↥ᕈߩࡓࠫቯᑼ化 

ᰴߦ㔛ⷐᚑ㐳ࠄ߆ഭ↢↥ᕈࠆ⥋ߦ経〝ߡߟߦᬌ⸛ࠆޕ߁ࠃߒຠߩ㔛ⷐ߇Ⴧ

ടߩߎޕ߁ࠃߒߣߚߒ㔛ⷐჇടߦኻᔕߩߎޔߊߴߔຠࠆߔ↥↢ࠍડᬺޔߪ↥㊂ࠍჇട

↢ޔߦ⥸৻ޕࠆߢᢛ⺞ߩ↪㓹ߣᢛ⺞ߩ⸳↥↢ߪ⟎ភߥਥޕࠆߕ⻠ࠍ⟎ភߩߚࠆߖߐ

↥⸳ߩ⺞ᢛߩᣇᤨ߇㑆⊛ߦవⴕޔߢߩࠆߔ㔛ⷐᚑ㐳ࠄ߆ഭ↢↥ᕈࠆ⥋ߦ経〝ߩ第 1

Ბ㓏ࠍ↢↥⸳ߩ⺞ᢛޔ第 2 Ბ㓏ࠍ㓹↪⺞ᢛߣ⠨ޕ߁ࠃ߃ 

↢↥⸳ߩ⺞ᢛࠍࠇߘޔߪߣჇ⸳ޔࠅߚߒᣢሽ⸳ߩⒿ₸ࠍ㜞ޕࠆߢߣߎࠆߔࠅߚ

ᓟ⠪ߩᣇᴺߪⒿ₸߇ૐ᳓Ḱࠆߢ႐วߦណ↪ߦ⊛ᤨ৻ࠆ߈ߢലߥភ⟎ޕߥ߉ߔߦ㐳

ᦼ⊛ߦޔ߫ࠇ೨⠪ߩᣇᴺࠅ߹ߟ⸳ᛩ⾗߇ਥⷐߥ⺞ᢛᚻᲑߪߢ࡞ࡌࡠࠢࡑޔࠅߢ↥

㊂ߩჇടߣหߢࡐࡦ࠹ߥ߁ࠃߓ↢↥⸳㊂ߪჇ大߇ߣߎߊߡߒᄙޕ 

↢↥⸳㊂ߣ↥㊂ߩᲧࠆߢ⾗ᧄଥᢙ߇ᄌ化ߥߒ႐วޔ߽ߢ⸳ᛩ⾗ޔߡߞߥ߽ߣߦ
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↢↥⸳߇ߩ߽ߩߘ⾰⊛ᄌ化ޕߊߡߒ↥ᬺ㕟એ᧪ޔ↢↥⸳ߩ⾰⊛ᄌ化ߎࠆ߹ߤߣߪ

1980ޔ߫߃ߣߚޕࠆߡ⛯ߊߥߣ 年ઍએ㒠ޔ࠻࠶ࡏࡠ↪ᬺ↥ޔNC Ꮏᯏ᪾ޔCAD/CAM

ޔ㜞ࠍㅦᐲߣㅢାኈ㊂ߪዷ⊑ߩశㅢାᛛⴚޔߚ߹ޕߚߞߡߒ᥉ߦ႐↥↢ߩㅧᬺ߇

ߣ集Ⓧᐲߩඨዉޕߚ㜞ࠍ↪น⢻ᕈߩᖱႎߪዷ⊑ߩᛛⴚ࠻࠶ࡀ࠲ࡦࠗ CPU ಣℂㅦߩ

ᐲ18ޔߪ㨪24 ITޕߚߒߦᕆỗߦࠅㅢޠᴺೣߩࠕࡓޟ߁ߣࠆߔჇߢ月ࡩ 㕟ߣ✚

ຠ߇ࠇߘޔߒࠄߚ߽ࠍᄌ化ߥ⊛⾰ߩ⸳↥↢ޔߪᄌ化ߥ߁ࠃߩߎࠆࠇߐ⒓ 1 නᒰࠅߚ

 ޕߚߖߐૐਅࠍഭ㊂ߥᔅⷐߦ↥↢ߩ

߃Ⴧ߇ᢙߩ⸳↥↢ߩᣢሽޔߢ₸ߓหߣ₸ᚑ㐳↥ޔߦߒߥᄌ化⊛⾰ߩ⸳↥↢ޔߒ߽

₸ᚑ㐳↥ޔߪ႐วߊߡ gߣหޔߢ₸ߓᔅⷐഭ㊂ nL ߽Ⴧടߩߎߡߞ߇ߚߒޕߊߡߒ

ߪᒢജᕈߩᔅⷐഭ㊂ࠆߔኻߦ㊂↥ޔߪߢࠬࠤ 1 ⾗ᛩ⸳ޔߪㅢᏱޔߒ߆ߒޕࠆߢ

ߡߞߥ⇣ߦ⊛⾰ߪߣᣢሽ⸳ޔࠅ߅ߡߒ↪ណࠍᛛⴚߥߚᣂߪᣂⷙ⸳ࠆࠇߐዉߡߞࠃߦ

Ⴧടߩᔅⷐഭ㊂ޔ߇Ⴧടߩ⸳↥↢ߦ߁ࠃߩߎޕࠆߔߣน⢻ࠍ⚂▵ߩᔅⷐഭ㊂ޔࠅ߅

ᒢജᕈߩᔅⷐഭ㊂ࠆߔኻߦ㊂↥ޔߦ߁ࠃߩᰴޔߪ႐วߟᜬࠍലᨐࠆߍਅ߈ᒁࠍ₸ nK ߪ

1  ޕߐዊࠅࠃ

ˆ
n n nL gK I= −     (0 1, 0)n nK I< < >      (15) 

0nI > ߥࠊⴕߪᦝᣂߩ⸳ߚ߈ዧߩኼޔ߽ߢ႐วߩࡠ߇₸ᚑ㐳↥ޔߪ↱ℂࠆߥߣ

 ޕࠆߢࠄ߆ࠆ߈ߢ⚂▵߇ᔅⷐഭޔߡߓㅢࠍ⾗ᦝᣂᛩ⸳ߩߎޔߢߩߥࠄߥ߫ࠇߌ

ᰴޔߦ↢↥ᕈߩࡓࠫ第 2 Ბ㓏ࠆߚߦ㓹↪⺞ᢛߡߟߦ⠨(15)ޕ߁ࠃ߃ᑼࠆࠇߐ␜ߦ

ᔅⷐഭ㊂Ⴧട₸ࠍ೨ឭޔߡߒߦ㓹↪㊂ߣഭᤨ㑆㊂ߩ⺞ᢛ߇ⴕޕࠆࠇࠊഭᤨ㑆㊂ߩ⺞

ᢛߪߦᒰὼ㒢⇇ߦ⊛ᤨ৻ޔࠅ߇ലߥភ⟎ޔߢߩߥ߉ߔߦએਅߪߢᝥ⽎߇ߚߒޕࠆߔ

ࠆߡߟ߮⚿ធ⋤ߣᵴ↢ߩഭ⠪ߪ↪㓹ޔ߇ࠆߥߣᢛᚻᲑ⺞ߥਥⷐ߇ᢛ⺞ߩ㓹↪㊂ߡߞ

ᄌ化ߦ⒟ᐲᨵエߩߤ߇㓹↪㊂ޕߥߪߢᄌᢙࠆࠇࠄ߃ᄌߦ↱⥄ߢⵙ㊂ߩ経༡⠪ޔߦ߃ࠁ߇

ޔߪߦ⊛⥸৻ޕࠆߥ⇣ޔߡߞࠃߦᷤജߩഭ⠪ޔ߿ᴺᐲࠆࠊ㑐ߦ⸽㓹↪ޔߪ߆ࠆߔ

日ᧄߦ߁ࠃߩᱜⷙഭ⠪ߩ⸃㓹߇ᐲ⊛ߦ࿎㔍ޔࠅߢ↥㊂ᷫ߇ዋ߽ߡߒ㓹↪㊂ᷫߩዋ

ޕ3ߐዊߪჇടߩ㓹↪㊂߽ߡߒჇട߇㊂↥ޔࠅߢᘕ㊀߽ߦ↪ណߪડᬺޔߪ႐วߐዊ߇

ᒢജᕈࠆߌ߅ߦᑼ(15)ޔߪᒢജᕈKߩ㓹↪㊂ߩታ㓙ࠆߔኻߦ㊂↥ޔ႐วߥ߁ࠃߩߎ nK ࠃ

 ޕࠆߥߊߐዊ߽ࠅ

L̂ gK I= −     (0 1, / / )n n nK K K I K I< < < =     (16) 

ޔߢߎߎ / /n nK I K I= ᄌ化ᛥലࠆࠃߦᐲߪ႐วߩࡠ߇₸㓹↪ᄌ化ޔߪ↱ℂࠆߥߣ

ᨐ߽ޕࠆߢࠄ߆ࠆߢࡠ 

ഭ↢↥ᕈ₸ࠍ U ࠅࠃߦ⟵ቯޔߣࠆߔߣ ˆg LU = − ઍߦᑼ(16)ޔࠍࠇߎޕࠆߢ 

                                                  
⚂ޔߊૐߪߢ日ᧄߪᒢജᕈߩ㓹↪㊂ࠆߔኻߦ㊂↥ࠆߌ߅ߦㅧᬺ߫߃ߣߚ 3 0.2 ߩࠆߢ

⚂ߪߢ࿖☨ޔߒኻߦ 0.8  ޕ(ቝੳ[2000b])ࠆߢ
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 ޕࠆߥߦ߁ࠃߩᰴޔߪ㑐ଥߩߣ₸ᚑ㐳↥ߣ₸ഭ↢↥ᕈޔߣࠆߔ

(1 )gU K I= − +     (0 1 1, 0)K I< − < >     (17)  

ߪ߈ߩ㑐ᢙࡓࠫᕈ↥↢ޕࠆߢޠ㑐ᢙࡓࠫᕈ↥↢ޟ߇ࠇߎ (1 )K− 㔛ޕࠆߢ

ⷐࡠࠢࡑޔߪߡ߅ߦࡓࠫ経済♽ߣ⾓㊄ᐲ߇大ߥ߈ᓎഀࠍᨐߦߩߚߡߒߚኻޔߒ

↢↥ᕈߪߡ߅ߦࡓࠫ↢↥⸳ߩ⾰⊛ᄌ化ߔࠄߚ߽߇ഭ▵⚂ലᨐޔߣ↥㊂ߩᄌേ

ᴺᐲࠆࠊ㑐ߦ㓹↪㓚ޔߪߦ⊛ౕޕࠆߢ㊀ⷐ߇ᐲ⻉ࠆߔᛥࠍ㓹↪ᄌേߚߓᔕߦ

ಾ߿߈ߩ㑐ᢙࡓࠫᕈ↥↢߇ߤߥജ⸒⊑ߩഭ⚵วࠆߌ߅ߦഭᷤޔഭදቯ߿

ޔ߿⾰ᕈߩ⸳↥↢ޔ߇ࠆࠇߐⷙቯߢ会ో␠ߪߤߥᴺᐲޕߔ߷ࠍᓇ㗀ߦߐ߈大ߩ 

ഭදቯ߿ഭ⚵วߩᷤജޔߪߤߥ↥ᬺන߿ડᬺනߢⷙቯޔߡߞ߇ߚߒޕࠆࠇߐ↢

↥ᕈ߇ࡓࠫޔߔഭ↢↥ᕈ₸ߣ↥ᚑ㐳₸ߩߣ㑆ߩ⚂㑐ଥ1ޔߪ ࿖᳃経済ߩߟ

 ޕ߁ࠈߛࠃ߇ᣇࠆ߃⠨ߣࠆߥ⇣ߡߞࠃߦડᬺ߿ᬺ↥߽ߢ߆ߥߩ

 

3. 㔛ⷐߩࡓࠫផ⸘ 
 

 日ᧄߣ☨࿖ߩ㔛ⷐࡓࠫ㑐ᢙࠍផ⸘2-2ޕ߁ࠃߺߡߒ ᛩ⊛┙⁛ޔߪߢ࡞࠺ࡕߚߴㅀߢ▵

⾗㑐ᢙ߿ᶖ⾌㑐ᢙ߿ャ㑐ᢙࠍዉޔߕߖ㔛⛎৻⥌ᑼߩᕡ╬ᑼዷ㐿ߡߞࠃߦߌߛ㔛ⷐࠫ

ޔߡߒߣ೨ឭࠍቯߥ⊛ታࠅࠃߩャ㔛ⷐޔ⾗ᛩޔ⾌ᶖޔߪߢએਅޕߚዉࠍ㑐ᢙࡓ

㔛ⷐࡓࠫ㑐ᢙࠍផ⸘ߒߛߚޕࠆߔએਅߢផ⸘ߪߩࠆߔ㔛ⷐߩࡓࠫ 10 年㑆ߩᐔဋ⊛

㔛ⷐޔߢߩࠆߔᄌേߊ߈大ߡߓᔕߦ᥊᳇ᓴⅣߪߤߥᛩ⾗㔛ⷐߦߊߣޕࠆߢࡦ࡚ࠪࠫࡐ

 ޕࠆߔ⽎ᝥߪᓴⅣ⊛ᄌേߥ߁ࠃߩߎޕ߁ߥ߽ߣࠍᓴⅣ⊛ᄌേߥ⊛⍴ᦼߪࡓࠫ

(14)ᑼߩฝㄝߩ第 1 㗄ߩ 1U 第ޔߒ␜ࠍ߈ߩ㑐ᢙࡓࠫ㔛ⷐޔ߇ଥᢙߩ 2 㗄એਅ߇ಾ

ᬌࠍὐߩએਅߦࠄߐޔߪߦࠆߔቯ⏕ࠍ⟎ߩ㑐ᢙࡓࠫ㔛ⷐޔ߇ࠆ߃ߺߦ߁ࠃߔ␜ࠍ 

第ߩฝㄝޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ⸛ 2 㗄એਅߩ࠲ࡔࡄߩਛޔߪߦഭ↢↥ᕈᄌ化ߣଔᩰ

ᄌ化ߦᔕࠆߔน⢻ᕈ߆ߟߊ߇ߩ߽ߟ߽ࠍ߹ޔ߫߃ߣߚޕߥࠇߒ߽߆ࠆߡࠇഭ

↢↥ᕈ߇ޔࠅࠃߦߣߎࠆߔଔᩰ߇ૐਅޔߒャ㊂߇Ⴧߩߘޕߥࠇߒ߽߆ࠆ߃႐วޔߪ

ャ㔛ⷐᚑ㐳₸ 1Ê ₸ഭ↢↥ᕈߪ 1U  ޕ߁ࠈߛࠆߥߦ㑐ᢙߩ

☨࿖߿ 1990 年એ೨ߩ日ᧄޔߦ߁ࠃߩ↢↥ᕈᄌ化₸ᩰᏅࠗߩࡦ࡚ࠪࡈࡦ႐วޔߪᛩ⾗

⽷ㇱ㐷ߩ㜞↢↥ᕈ₸ߦㅪേߚߒฬ⋡⾓㊄߇ޔߢߩࠆ߈ᛩ⾗⽷ߩଔᩰᄌ化ߪዊ

第ߩฝㄝߩᑼ(14)ޔߦޔߡߞ߇ߚߒޕߐ 2 㗄એਅߩ࠲ࡔࡄߩਛޔߦଔᩰᄌ化ߦᔕ

ㄭߢᑼ(14) ߪ㑐ᢙࡓࠫ㔛ⷐޔߊߐዊߪᄌേߩ࠲ࡔࡄޔ߽ߡߒߣߚߞ߇ߩ߽ࠆߔ

 ޕ߁ࠈߛࠆ߈ߢૃ

1990ޔߒ߆ߒ 年ઍߩ日ᧄߥ߁ࠃߩ↢↥ᕈᄌ化₸ᩰᏅߩࡦ࡚ࠪࡈ࠺႐วޔߪฬ⋡⾓㊄

ഭ↢↥ᕈ㜞ߩᛩ⾗⽷ㇱ㐷ޔߢߩࠆߔㅪേߦ₸ഭ↢↥ᕈૐߩᶖ⾌⽷ㇱ㐷ߪ

ଔࠆߔኻߦ࠲ࡔࡄߩฝㄝޔߡߞ߇ߚߒޕߔࠄߚ߽ࠍૐਅߩᛩ⾗⽷ଔᩰߩ₸ห߷߶ޔߪ

ᩰᄌ化ߩᓇ㗀ߩ⒟ᐲࠍޔࠍࠇߘޔߒߦ߆ࠄ㔛ⷐࡓࠫ㑐ᢙߩߦ߈ᤋߥ߫ࠇߌߥߒ
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ଔᩰࠆߔኻߦ࠲ࡔࡄࠆߔ㑐ߦᛩ⾗㔛ⷐޔᶖ⾌㔛ⷐޔャ㔛ⷐޔߡߟߦ日ᧄޕߥࠄ

ᄌ化ߩᓇ㗀ࠍᬌ⸛ޕ߁ࠃߒ 

 

3.1 ャ߳ߩᓇ㗀 

ャ㔛ⷐߩታ⾰ᚑ㐳₸ 1Ê ଔᩰߡᑪ࡞࠼ߩኻଔᩰ㧔日ᧄຠ⋦ޔߦ߁ࠃߔ␜ߦᑼߩᰴޔߪ

1pH ࿖㓙ଔᩰߣ wp િ߮₸Ŵߩ࿖㓙Ꮢ႐ⷙᮨޔߣ₸ᄌ化ߩᲧ㧕ߩߣ ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆߔଐሽߦ

1 2,a a Hޔቯᢙߪ  ޕࠆߢ࠻ὑᦧߪ

n
1 1 2 1 1 2

ˆ ˆ ˆˆˆ ˆ( / ) ( )w wE a p p a W a p p a WH H= + = − − +        (18) 

ታ㓙ޔߦ日ᧄߩャ⽷ߩ⋧ኻଔᩰߩᄌ化₸ 1ˆˆ ˆwp pH− − ࿑ޔߣࠆߔ▚⸘ࠍ 2 ޕࠆߥߦ߁ࠃߩ

ᄌേ⋧႐ߩߢߣ߽ߩ-ߩ࠻࡞࠼ᓇ㗀ࠍฃߩߎޔߌᄌ化₸ߪ⍴ᦼ⊛߫ࠇߺߦ大ߥ߈

ਅᄌേࠅ➅ࠍޔ߇ࠆߡߒ㐳ᦼ⊛ߪ࠼ࡦ࠻ߥሽ10ޕߥߒ 年㑆ߩᐔဋ୯ࠆߔ▚⸘ࠍ

1971㨪80ޔߣ 年ߪߢ 1981㨪90ޔ1.9% 年ߪߢ 1991㨪2002ޔ0.2% 年ߪߢ ߔޕࠆߢ0.1%

1980ޔߜࠊߥ 年ઍએ㒠ޔߪਛ㐳ᦼ⊛ߦޔ߫ࠇ日ᧄຠߩᑪߡଔᩰߩ࿖㓙ଔᩰߦኻࠆߔ

⋧ኻ⊛ૐਅޔߪ㜞ߡߞࠃߦ߶߷ቢోߦ⋧Ვࠅ߹ߟޕࠆߡࠇߐਛ㐳ᦼ⊛ޔߪߦャ⽷ߦ

㑐ࠆߔ⾼⾈ജᐔଔ⺑߇ᚑ┙ޔߡߞ߇ߚߒޕࠆ߃ߣࠆߡߒਛ㐳ᦼ⊛ޔߪߦ 2
ˆ ˆE a W� ߢ 

₸ታ⾰ᚑ㐳ߩャ㔛ⷐޔࠅ 1Ê  ޕࠆߥߣή㑐ଥ߷߶ߣ₸ഭ↢↥ᕈ߿₸ଔᩰᄌ化ߪ

-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

1
9
7
0

1
9
7
5

1
9
8
0

1
9
8
5

1
9
9
0

1
9
9
5

2
0
0
0

 
    ࿑ 2  日ᧄߩャ⽷ߩ⋧ኻଔᩰߩᄌ化₸( 1ˆˆ ˆwp pH− − ) 
ᚲ: 1p ޔࠍ࠲ࡈ࠺ャߩޢ▚⸘࿖᳃経済ޡ : wp : IMF, the International Financial 

Statistics  Ꮏᬺ࿖ャଔᩰᜰᢙߩ
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3.2 ᶖ⾌߳ߩᓇ㗀 

วഀߩว⸘㗵ߩ⾗ቛᛩߣ⾌ᯏ᪾ᶖࠆභߦนಣಽᚲᓧోߪߩࠆߥߣ㗴ߢߎߎ β ߢ

࿑ޔߣࠆߔ▚⸘ࠍ୯ߩኅ⸘นಣಽᚲᓧ/(⾗⠴ਭ⽷ᶖ⾌+ቛᛩ)ޔߦታ㓙ޕࠆ 3 ߁ࠃߔ␜ߦ

1970ޔߦ 年ઍએ㒠ޔߪᓴⅣ⊛ᄌേޔ߇߁ߥ߽ߣࠍ㐳ᦼ⊛ߪߦ߶߷৻ቯޕ4ࠆߢ 

ߒߣℂ論ࠆߔ⺑ࠍਗⴕ⊛Ⴧടߩ⠴ਭ⽷ᡰޔߩߢ߆ߥࠆߔ進ⴕ߇化ࠬࡆࠨࠆࠁࠊ

ߪGershuny[1983]ޕࠆ߇⺑ޠࡦ࡚ࠪࡌࡁࠗ⊛会␠ޟߩࠖ࠾ࡘࠪࠟޔߪߡ 1970 年ઍ

ࡆࠨޕߚߞⴕࠍ⺑ߥ߁ࠃߩᰴޔߡߠߣ߽ߦಽᨆߩ࠲࠺ߩ࿖⻉ࡄ࠶ࡠ࡛ࠆߌ߅ߦ

ࠬଔᩰ 2p ⠴ਭ⽷ଔᩰߪ₸ߩ 1p ߅ߦ↥↢ࠬࡆࠨޔߪ↱ℂߥਥߩߘޕࠆ回ࠍ₸ߩ

ኅޕࠆߢࠄ߆ߐዊࠅࠃ₸ഭ↢↥ᕈࠆߌ߅ߦ↥↢⽷⠴ਭ߇₸ഭ↢↥ᕈࠆߌ

ޔᇅᭉޔャㅍߦߤߥ㑐ߩࠬࡆࠨࠆߔଔᩰߩ大ߥ߈ߦ⋥㕙ޔߡߒኅ⸘ࠬࡆࠨޔߪ

ߢޠ集⚂⊛᭽ᑼ⽷ޟࠍ࠭࠾ߩߘޔߡߞࠃߦߣߎߔ߿Ⴧࠍ⾼ߩ⽷⠴ਭޔߒࠄᷫࠍ⾼ߩ

ḩߩࠬࡆࠨࠣࡦ࠾ࠢ߫߃ߣߚޕߔߚ↪ᐲᷫ߇ዋߡߒγޔ ữᯏߩ⾼߇Ⴧ大ޔࠆߔ

ᤋ↹ߩ࠻࠶ࠤ࠴⾼ᷫ߇ዋߩࡆ࠹ޔߒ⾼߇Ⴧ大ߥ߁ࠃߩߎޕࠆߔ⽎ࠖ࠾ࡘࠪࠟࠍ

 ޕ߱ߣޠࡦ࡚ࠪࡌࡁࠗ⊛会␠ޟߪ

ᒢജߩኻ㔛ⷐ⋦ࠆߔኻߦኻଔᩰ⋦ߩߢ㑆ߩࠬࡆࠨߣ⽷⠴ਭޔߪ⺑ߩࠖ࠾ࡘࠪࠟߩߎ

ᕈ߇ 1 ߘࠍ₸ታ⾰ᚑ㐳ߩ㔛ⷐࠬࡆࠨߣ⠴ਭ⽷㔛ⷐޕࠆߔᗧࠍߣߎࠆߢ୯ߩᱜㄭߦ

ࠇߙࠇ 1 2ˆ ˆ,y y ߇ᒢജᕈߩߎޔߦޔߒߣ 1  ޕߟߚࠅߥ߇ᑼߩᰴޔ߫ࠇߔߣࠆߢ

1 2 1 2ˆ ˆ ˆ ˆ1( )y y p p− = − −             (19) 

n߈ߣߩߎ n
1 1 2 2y p y p= ߪ₸િ߮ߩฬ⋡ᡰ㗵ߩࠇߙࠇߘߩࠬࡆࠨߣ⽷⠴ਭޔࠄ߆ࠆߥߣ

⸘ផߡߞࠍ࠲࠺ߩ☨日ޔߦታ㓙ޕߥߒᄌ化ߪᡰ㗵᭴ᚑᲧߩߟੑߩߎޔࠅߥߊߒ╬

߷߶ߪᒢജᕈޔߣࠆߔ 1 ࡁࠗ⊛会␠ޟߚߒቯᑼ化߇ࠖ࠾ࡘࠪࠟޔߪߣߎߩߎޕ5ߚߞߥߣ

ߪߢ࿖☨ߣ日ᧄߪޠࡦ࡚ࠪࡌ 1980 年એ㒠߽ᜬ⛯ߩߘޕࠆߡߒ␜ࠍߣߎࠆߡߒ⚿ᨐߣ

ޔߪߣߎࠆࠇߐᜬ⛽ߦਇᄌ߷߶߇ฬ⋡ᡰ㗵᭴ᚑᲧߩࠬࡆࠨߣ⽷⠴ਭޔߡߒ β ቯᕈߩ

 ޕࠆߡߒ₂⽸ߦ

                                                  
4日ᧄߪߢ 1970 年એ೨ޔ☨࿖ߪߢ 1950 年એ೨ߪߦβ ࠁࠊߪࠇߎޕߟ߽ࠍ࠼ࡦ࠻ߪ

ޔߦ߁ࠃࠆ߆ࠊ߫ࠇߺࠍᑼ(11)ޕ߁ࠈߢࠄ߆ࠆߚߦ᥉ᦼߩਥ⟵⊛ᶖ⾌᭽ᑼ࠼ࠜࡈࠆ

β ߥߊ߈大߇ ಾߩ㑐ᢙࡓࠫ㔛ⷐޔ߫ࠇߔߣਇᄌࠍ࠲ࡔࡄߩઁޔ߈ߣࠆߔ߇

࿑ޕࠆ 4 ࿑ߣ 5 ޔߪߢ β ↢ߣ₸㔛ⷐᚑ㐳ޔߖߐ࠻ࡈࠪߦฝᣇะࠍࡓࠫ㔛ⷐޔߪߩ

↥ᕈ₸ࠍ㜞ࠆലᨐߩࡓ࠭ࠖ࠺ࠜࡈޔࠆࠁࠊޕߟ߽ࠍ㜞ᓴⅣߩ৻࿃ߪ β ޔߩ

 ޕࠆ߈ߢ㉼⸂ߣࠆߦᄌ化ߩᶖ⾌ᡰ᭴ㅧ߁ߣ᥉ߩ⽷⾌⠴ਭ⽷ᶖ߿ኅߜᜬࠅ߹ߟ
5 日ᧄޡߩ࿖᳃経済⸘▚ޟߩޢ⠴ਭ⽷ߩޠࠬࡆࠨޟߣޠታ⾰ᡰߣଔᩰᜰᢙߩ年ᰴ࠺

ޔࠍ࠲ 1 2 1 2ˆ ˆ ˆ ˆ( )y y p pK− = − − 2003-1971ޕࠆߔߣផ⸘ᑼࠍ 年㧔1998 年ߪේ߇࠲࠺ਇ

ធ⛯ߢߩࠆߢ㒰ߊ㧕ߩផ⸘⚿ᨐޔߪ 0.96K =  t=5.77  R2=0.313  ޕߚߞߢ☨࿖ߩ

NIPA ߩ 1971-2003 年ߩ年ᰴࠍ࠲࠺ޔߡߞห᭽ߩផ⸘ࠍⴕޔߣ߁ 0.83K =  t=3.46  

R2=0.090  ޕߚߞߢ 
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  ࿑ 3 (⠴ਭ⽷ᶖ⾌+ቛᛩ⾗)/ኅ⸘นಣಽᚲᓧߩផ⒖ 
ᵈ: 日ᧄߩ 1969 年એ೨ޔߪ⠴ਭ⽷ᶖ⾌߇࠲࠺ߩሽޔߚߥߒቛᛩ⾗/ኅ⸘นಣಽ

ᚲᓧߩ୯ࠍ␜ޕࠆߡߒ 
ᚲ: ޡ࿖᳃経済⸘▚ޔޢNIPA 
 

 

 

3.3 ᛩ⾗߳ߩᓇ㗀 

ᰴޔߦẢᚲᓧߩ₸⫾⾂ߩᄌ化 ŝߣᛩ⾗⽷ଔᩰᄌ化ߩߣ㑐ଥߡߟߦᬌ⸛ޕ߁ࠃߒ日ᧄߦ

 ޕߚߒ⸘ផࠍᛩ⾗㑐ᢙߥ߁ࠃߩᰴޔߡߟ

0 1 2 3 1Kg b b b r b pT= + + +           (20) 

ⵍ⺑ᄌᢙߪ㕖ቛ࿕ቯ⾗ᧄࠬߩࠢ࠶࠻Ⴧട₸ Kg 㧔ฬ⋡ᛩ⾗㗵 1p I ࠢ࠶࠻ฬ⋡⾗ᧄࠬࠍ

㗵Kߢ㒰ߩ߽ߚߒ㧕ޔࠅߢ⺑ᄌᢙޔߪㅧᬺ⸳Ⓙ₸T Nޔ ੱડᬺẢ₸ /r K= 3 ޔ

ᛩ⾗⽷㧔㕖ቛ࿕ቯ⾗ᧄ㧕ߩଔᩰᜰᢙ 1p 1983ޕ6ࠆߢ 年第 1 ྾ඨᦼࠄ߆ 2002 年第 1 ྾

ඨᦼ7ߩ日ᧄߦ㑐ࠆߔផ⸘⚿ᨐߪਅ⸥ߩㅢࠆߢࠅ㧔ᒐౝߩᢙ୯ߪ t ୯ࠆߢ㧕ޕ 

                                                  
6 ㅧᬺⒿ₸ߪ OECD, Main Economic Indicators ᴺੱડᬺޕߚߒ↪ࠍ࠲࠺ߩ

Ả₸ޡߪ࿖᳃経済⸘▚年ႎࠄ߆࠲࠺ߩߤߥޢቝੳ[2000a]ߩઃ㍳ߦ⸥タࠆߡߒᣇᴺߢ▚

ޕߚߒᛩ⾗⽷ଔᩰᜰᢙޡߪ࿖᳃経済⸘▚年ႎ1991ޕߚ᳞ࠄ߆ޢ 年第 1 ྾ඨᦼ㨪2001

年第 4 ྾ඨᦼߩ☨࿖ߡߟߦ NIPA, Fixed Assets ⚿ߚߞⴕࠍផቯߩห᭽ࠄ߆࠲࠺ߩߤߥ

ᨐߪᰴߩㅢޕࠆߢࠅଔᩰߩଥᢙߩ╓ภߪ日ᧄߪߣㅒޕࠆߢ 

10.387 0.178 0.289 0.409Kg r pT= + + −     2 0.931R =   

      (15.0)  (4.49)  (3.91)  (-17.2) 
7 1983 年第 1 ྾ඨᦼߣ 2002 年第 1 ྾ඨᦼߦ߽ߣޔߪ᥊᳇ᓴⅣޕࠆߚߦ⼱ߩ 
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10.229 0.264 0.105 0.101Kg r pT= − + + +     2 0.842R =      (21) 

             (-7.99)  (11.6)  (1.67) (3.02) 

1990ޕ߈大ࠅߥ߆߇ᓇ㗀ߔ߷ߦ⾗ᛩ߇᳓Ḱߩ₸Ⓙޔߣࠆࠃߦផ⸘⚿ᨐߩߎ 年ઍߩ

ᐔဋⒿ₸ߪ 1980 年ઍߩᐔဋⒿ₸߽ࠅࠃ⚂ ⫾ᧄ⾗ޔߢߌߛࠇߎޔ߇ૐ߽࠻ࡦࠗࡐ7%

Ⓧ₸ߪ⚂ 1980ޕࠆ߇ਅ࠻ࡦࠗࡐ2% 年ઍᓟඨ࡞ࡉࡃߩ経済ᦼߩᵴ⊒ߥᛩ⾗ߡߞࠃߦᒻᚑߐ

ߩଥᢙߩᛩ⾗⽷ଔᩰᜰᢙޔߦࠄߐޕߚߞ߇ߥߟߦᛥߩ⾗ᛩޔ߇ሽߩㆊ↢↥⢻ജߚࠇ

╓ภߪࠇߎޕࠆߢࠬࡊ߇ᛩ⾗⽷ߩଔᩰૐਅ߇ᛩ⾗ࠍଦ進ߊߥߪߢߩࠆߔᛩ⾗ࠍᛥߔ

⾰ታߩௌ⽶ࠆߔ߇ડᬺߡߞࠃߦૐਅߩଔ᳓Ḱ‛ޔߪߡߒߣ↱ℂߩߘޕࠆߔᗧࠍߣߎࠆ

ଔ୯߇ޔߒ⽶ௌᲧ₸߇㜞ડᬺ߇ࠇߘޔߪߢᛩ⾗ߡߒߣࠠࡉߩ↪ߤߥߣߎࠆߔ

ࠅ߹ߟޕࠆࠇࠄ߃⠨߇ Fisher[1933]߇⽶ௌࡦ࡚ࠪࡈ࠺ℂ論߇ࡓ࠭࠾ࠞࡔߚߒ␜ߢ 90 年

ઍ日ᧄ߽ߢ↪ߣߚߒ⠨ࠆࠇࠄ߃㧔Boyer[2004a]㧕ޔߚ߹ޕMinsky[1982]߇㊄Ⲣਇቯ

ࠬߩડᬺࠆߢᚻࠅ୫ߩᛩ⾗⾗㊄ޕࠆ߁ࠅ࿃ᨐ㑐ଥ߽ߥ߁ࠃߩᰴߚߒቯᑼ化ߡߒߣ⺑

ࠢ⹏ଔ߇㜞߹ޔߣࠆᛩ⾗⽷ߩ㔛ⷐଔᩰᦛ✢߇ਅᣇะޕࠆߔ࠻ࡈࠪߦᛩ⾗⽷ߩଏ⛎ଔᩰᦛ✢

ߩ✢㔛ⷐଔᩰᦛޔߪߢᴫਅ⁁ࠆߡࠇࠄ߃ᛥߡߞࠃߦ╷㊄ࡠ߇࠻ࡈࠪߩᣇะ߳ߩ

ਅᣇะ߳ޔߡߞࠃߦ࠻ࡈࠪߩᛩ⾗⽷ଔᩰߪૐਅޔߒᛩ⾗㔛ⷐ߽ૐਅޕࠆߔ 

(20)ᑼࠍᄌᒻߣࠆߔᰴߩᑼ߇ዉޕࠆࠇ߆ 

n n n n
1 1 1 1 2 3 1

ˆˆ ˆ ˆ ˆ( / ) ( / ) ( / ) ( / )Kg p I K p I K p I r B B r B pT= = 3 + 3 = 3 + + +�      (22) 

1 ߢߎߎ 1 2 2 3 3 1/ , / , /K K KB b g B b r g B b p gT= = =  ޕࠆߢ

 (22)ᑼ(1)ߦᑼࠍઍߡߒᢛℂߣࠆߔ 

n n
1 1 2 3 1 1 0 3 1

ˆˆ ˆ ˆ ˆ( / ) ( 1) [(1 ) ]s p I B B r B m w s BT U U= 3 = + − + + + − = −   (23) 

n ߢߎߎ
0 1 2 3 1

ˆˆ ˆ ˆ( 1) [(1 ) ]s B B r B m wT= + − + + +  ޕࠆߢ

(23)ᑼ(14)ࠍᑼߦઍߣࠆߔ 

l
1 3 1 2 0 1

ˆ ˆ ˆ( ) (1 )g z B z L z s z z z Eδ V W U δV δW δWS δV δ− + + + − ' + −�   (24) 

ࠆߴᲧߣᑼ(14)ޕࠆߢ㑐ᢙࡓࠫ㔛ⷐߚߒ⠨ᘦࠍലᨐߩࡈ࠺ࠆߔኻߦ⾗ᛩޔ߇ࠇߎ 

ነਈߩᛩ⾗⽷ଔᩰߩ߳₸⾗ᛩޔߪ⒟ᐲߩᄌ化ߩߘޕࠆߥߊ߈大߇ ಾޔߊߐዊ߇߈ޔߣ

₸ 3 3 1 / KB b p g= ▚ࠄ߆ផ⸘ᑼ(21)ᑼߩᛩ⾗㑐ᢙޔࠍ₸ነਈߩߎޕࠆߔଐሽߦߤߥߐ߈大ߩ

ߣࠆߔផ⸘ᦼ㑆ᐔဋߪߢ 0.64 ߦࠇߎޕߚߞߢ zδW = 0.67 ߚߓਸ਼ࠍ 0.43 ዊ߇߈ߌߛ

 ޕࠆߥߊߐ

  5 1980ޕࠆߡߒ␜ࠍផ⸘⚿ᨐߩ㑐ᢙࡓࠫ㔛ⷐޔߪ 年ઍ೨ඨߩ日ᧄޔߪャਥዉ

ဳᚑ㐳ᤨߩᦼߚߞߢ㧔ቝੳ[1998]㧕ߩߎޔߪߣߎߩߎޕߪߢᲧセ⊛大ޟߥ߈ャ㔛ⷐᄌ
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化ߩലᨐ3.1ޔߒ߆ߒޕࠆߡࠇߐ␜ߡߞࠃߦޠ ࡦ࠲ࡄᢛ⺞࠻ὑᦧߥ߁ࠃߚߒ⸤ߦ▵

1990ޔߡߞࠃߦߤߥ┙⏕ߩ 年ઍߩߎޔߪߦലᨐߪዊ1980ޔߚ߹ޕߚߞߥߊߐ 年ઍᓟඨࡃߪ

ᄌ化₸⫾⾂ޟߩࠬࡊߪࠇߎޕߚߞߢ⋓ᣰߡᭂߪᛩ⾗ᗧ᰼ߩડᬺޔࠅߢ経済ᦼ࡞ࡉ

ߩ፣უᓟ࡞ࡉࡃޕࠆߡࠇߐߡߞࠃߦޠലᨐߩ 1990 年ઍߩߎߪߦലᨐߞߥߦࠬ࠽ࠗࡑߪ

1990ޕߚ 年ઍߩਇᴫਅޔ߽ߢ日ᧄߩ㓹↪߿⾓㊄ߩᒢജᕈߪૐޔߢߩߚߞߢ߹߹Ả߇

ㄼޔࠇߐẢࠪ߇ࠕࠚૐਅޟߩࠬ࠽ࠗࡑߪߣߎߩߎޕߚߒẢࠪࠕࠚᄌ化ߩലᨐࠃߦޠ

ߣޠലᨐߩᄌ化ࠕࠚẢࠪޟߣޠലᨐߩᄌ化₸⫾⾂ޟߩࠬ࠽ࠗࡑߩߎޕࠆߡࠇߐߡߞ

1980ޔߡߞࠃߦⷐ࿃ߥ߁ࠃߩߎޕߚߞ߇ߥߟߦૐਅߥ大ߩ₸ᛩ⾗㔛ⷐᚑ㐳ޔߪ 年ઍߣᲧ

ޔߦᰣߩ2000年-1990ޔߚ߹ޕߚߞߥߊߐዊ߇୯ߩ ಾߩ㑐ᢙࡓࠫ㔛ⷐߩ1990年ઍߡߴ

㔛ⷐߥߒ⠨ᘦࠍലᨐࡈ࠺ޕߔ␜ࠍផ⸘⚿ᨐߩ㑐ᢙࡓࠫ㔛ⷐߚߒ⠨ᘦࠍലᨐࡈ࠺

ഭ↢↥ᕈࠍゲ❑ޕࠆߥߊ߈大ߪ ಾޔࠅߥߊߐዊߪ߈ޔߣࠆߴᲧߣ㑐ᢙࡓࠫ

࿑߇ߩ߽ߚឬࠍ㑐ᢙࡓࠫ㔛ⷐߚࠇߐ⸘ផޔߦᐔ㕙ࠆߔߣ₸㔛ⷐᚑ㐳ࠍᮮゲޔ₸ 4 ߣ

࿑ 5 ࿑ޕࠆߢ 4  ޕߚߒ࠻ࡈࠪߊ߈大ߦᏀᣇะߪ㑐ᢙࡓࠫ㔛ⷐޔߪߢ日ᧄߩ

 

 5 㔛ⷐࡓࠫ㑐ᢙߩផ⸘⚿ᨐ 

 日ᧄ 

1980-90 

日ᧄ 

1990-2000 

☨࿖ 

1977-87 

☨࿖ 

1987-97 

1zδVU :↢↥ᕈ⋉ߩ࿖ౝಽ㈩ߩല

ᨐ 0.71 0.72 0.86 0.83 

2
ˆz LδV :㓹↪㊂ᄌ化ߩലᨐ 

0.57% 0.51% 1.98% 1.58% 

ˆz sδW :⾂⫾₸ᄌ化ߩലᨐ 0.72% -0.34% -0.16% 0.14% 

ˆzδWS :Ảࠪࠕࠚᄌ化ߩലᨐ -0.07% -0.81% 0.12% 0.14% 

zδV− ' ㇱߩ₸ᄌ化₸ࡊ࠶ࠕࠢࡑ :

㐷㑆ᩰᏅߩലᨐ 0.07% 0.43% -1.03% -0.17% 

l
1(1 )z Eδ− :ャ㔛ⷐᄌ化ߩലᨐ 

1.51% 1.08% 0.67% 1.36% 

㔛ⷐࡓࠫ㑐ᢙ 0.71 1U +2.80 0.72 1U +0.87 0.86 1U +1.58 0.83 1U +3.05 

ࡓࠫ㔛ⷐߚߒ⠨ᘦࠍലᨐࡈ࠺

㑐ᢙ 

 0.29 1U +1.73   

ᵈޔ 2
ˆ, , ,Lδ V W ߪ'ޕߚߒ▚⸘ࠄ߆ㅪ㑐ᬺ↥ߚߒタ⸤ߦᚲߪ 2 ↢ㇱ㐷ഭߩタ⸤ߦ

↥ᕈ₸ߣଔᩰᄌ化₸ޕߚߒ▚⸘ࠄ߆ 1
ˆˆ ˆ, ,s ES ߮ࠃ߅ޢ▚⸘࿖᳃経済ޡޔߪ NIPA ޔࠄ߆

1, ,s ES ߩߘߦࠄߐޔߒ▚⸘ࠍ࠲࠺年ᰴߩ 5 年㑆⒖േᐔဋࠅࠃߦߣߎࠆߣࠍᓴⅣ⊛ᄌ化ࠍ

㒰ߚߒޔߢᄌ化₸ޕߚߒ▚⸘ࠍ ,s S  ޕߚߒ↪ࠍ࠲࠺ߩᴺੱડᬺㇱ㐷ߪ
ᚲ: 日ᧄ: ✚ോ⋭ޡធ⛯↥ᬺㅪ㑐 ធ⛯↥ᬺㅪ㑐ޡޢ1980-85-90 ࿖᳃ޡޢ1990-95-2000
経済⸘▚ޢ ☨࿖: The U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, the 
U.S. Input-Output Tables in 1977,1987, 1997. NIPA.  
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 5 87-1977ޔߡߒ㑐ߦ㑐ᢙࡓࠫ㔛ⷐߩ࿖☨ߩ 年ߣ 1987-97 年ࠍߣᲧޔߣࠆߴ߈

ャޟޔߪߡߒߣⷐ࿃ߚߞߥߊ߈大߇୯ߩ ಾޕߚߞߥߊ߈大߇ ಾޔߕߖᄌ化ߤࠎߣ߶ߪ

㔛ⷐᄌ化ߩലᨐ߇ޠჇ大ࡊ࠶ࠕࠢࡑޔߣߣߎߚߒ₸ᄌ化₸ߩㇱ㐷㑆ᩰᏅ߇❗ዊߣߎߚߒ

87-1977ޕࠆࠇࠄߍ߇ߤߥ 年ޔߪߦᛩ⾗⽷ㇱ㐷ߩ₸ࡊ࠶ࠕࠢࡑߢะޔ߇ߚߞ߇

1987-97 年ߪࠇߎޕߚߞߥߊߥߪߦડᬺ㑆┹ߩỗ化ߩᓇ㗀ߣ⠨ࡊ࠶ࠕࠢࡑޕࠆࠇࠄ߃₸

ᄌ化₸ߩㇱ㐷㑆ᩰᏅߩ❗ዊ(10)ޔߪᑼޔߦ߁ࠃࠆ߆ࠊ߫ࠇߺࠍ↢↥ᕈᄌ化₸ᩰᏅߦᔕߚߓᛩ

ߩẢᚲᓧߦࠄߐޕࠆߔ₂⽸ߦჇടߩታ⾰㔛ⷐߩ⽷⾗ᛩޔߒଦ進ࠍૐਅߩኻଔᩰ⋦ߩ⽷⾗

ࠫ㔛ⷐߡߒߣᨐ⚿ߩએޕߚߞ߇ߥߟߦჇടߩᛩ⾗㔛ⷐ߽ߣߎߚߓォߦჇട߇₸⫾⾂

࿑ޔࠅߥߊ߈大߇୯ߩ ಾߩ㑐ᢙࡓ 5 ࠫ㔛ⷐޔߦㅒߪߣ日ᧄޔߪߢ࿖☨ޔߦ߁ࠃߔ␜ߦ

 ޕߚߒ࠻ࡈࠪߦฝᣇะߪ㑐ᢙࡓ

 
4. ↢↥ᕈߩࡓࠫផ⸘ 
 

 2.3 ▵ഭߔࠄߚ߽߇ᄌ化⊛⾰ߩ⸳↥↢ߦߊߣޔߪࡓࠫᕈ↥↢ޔߦ߁ࠃߚߴㅀߢ▵

⚂ലᨐ߁ߣᛛⴚ⊛ⷐ࿃ޔߣ↥㊂ߩᄌേߦᔕߚߓ㓹↪ᄌേࠍᛥࠆߔ⻉ᐲ߁ߣᐲ

⊛ⷐ࿃ߡߞࠃߦⷙቯߩࠄࠇߎޕࠆࠇߐⷐ࿃ޔߪડᬺߡߞࠃߦᬺ↥߿ᄙ᭽ߣࠆߢ⠨ࠇࠄ߃

ߐዊߪᓴⅣ⊛ᄌേޔߪߡߟߦᄌ化ߥ⊛㑆ᤨߩࡓࠫᕈ↥↢ߩᬺ↥߿ડᬺߩޘޔ߇ࠆ

ߩᛩ⾗㔛ⷐߦߊߣޔߪࡓࠫ㔛ⷐޔߩᣇ৻ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆߢ⊛ቯߪߦ⊛⍴ਛᦼߊ

ᓴⅣ⊛ᄌേ߇大ޔߢߩ߈᥊᳇ᓴⅣߦᔕߚߓᄌ化ߣࠆߡߞߥ߽ߣࠍ⠨ޔࠅ߹ߟޕࠆࠇࠄ߃

 5 ࿑߿ 4 ࿑߿ 5 ߡߒ␜ࠍ㐳ᦼ⊛ᐔဋߚߒ⽎ᝥࠍᓴⅣ⊛ᄌേޔߪࡓࠫ㔛ⷐߚࠇߐ␜ߦ

ࠆߡߒᝄേߦᏀฝߡߒߣਛᔃࠍࡦ࡚ࠪࠫࡐ⊛ᐔဋߩߎޔߪࡓࠫ㔛ⷐߩታ㓙ޔ߇ࠆ

ߦ೨ឭࠍߣࡓࠫ㔛ⷐࠆߔᄌേߦ⊛ᓴⅣߣࡓࠫᕈ↥↢ߥᲧセ⊛ቯޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣ

⺑ࠍ₸㔛ⷐᚑ㐳ޔⵍ⺑ᄌᢙࠍ₸ഭ↢↥ᕈޔࠍ᷹ⷰ୯♽ᤨޔߣࠆ߃⠨ߡߒ

ᄌᢙࠆߔߣ回Ꮻಽᨆߡߞࠃߦᓧࠆࠇࠄ回Ꮻ⋥✢ޔ߇↢↥ᕈࡓࠫ㑐ᢙࠍޕࠆ߃ߣߔ 

第 1 ࠬࡦࡑࠜࡈࡄ経済ࡠࠢࡑࠆߌ߅ߦ☨日ޔ߇ᄌ化ߩᛩ⾗⽷ㇱ㐷ޔߦ߁ࠃߚߴㅀߢ▵

ITޕࠆߥߣ㗴߇േᘒߩᛩ⾗⽷↢↥ㇱ㐷ޔߢߩࠆߡߞࠊ㑐ߊᷓߣᄌ化ߩ 㕟߇進ⴕߚߒ

90 年ઍޔ࠻࠶ࡏࡠ↪ᬺ↥ޔߪߡ߅ߦNC Ꮏᯏ᪾ޔCAD/CAM ޔశㅢାࠪࠬࡦࠦޔࡓ࠹

ITޔߤߥ࠲ࡘࡇ ᛛⴚࠍౝㇱߦⵝߚߒᯏ᪾ࠍዉޔ߇ߣߎࠆߔഭ↢↥ᕈߡߞߣߦ

㊀ⷐޕߚߞߢᛩ⾗⽷ߪߦᯏ᪾⸳ߦ߆߶ߩᑪ‛᭴▽‛߽1990ޔ߇ࠆ 年ઍޔߪߡ߅ߦ

日☨ޔߦ߽ߣᑪ⸳ߩഭ↢↥ᕈ₸ߣ㔛ⷐᚑ㐳₸ߪૐޔߊ⚥Ⓧ⊛࿃ᨐㅪ㑐ࠆߌ߅ߦᓎഀ

ߪផቯ⚿ᨐޕ߁ࠃߒផቯࠍ㑐ᢙࡓࠫᕈ↥↢ޔߡߒ㑐ߦᬺ↥ᯏ᪾ޔߪߢએਅޕߐዊߪ

 6  ޕࠆߢࠅㅢߔ␜ߦ
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 6 ↢↥ᕈࡓࠫ㑐ᢙߩផ⸘⚿ᨐ 
 日ᧄ ☨࿖ 
 1976-90 1991-2003 1978-87 1988-2001 
ቯᢙ㗄 0.014(1.46) 0.016(3.37) 0.020(2.87) 0.016(3.00) 
㔛ⷐᚑ㐳₸ߩଥᢙ 0.660(7.54) 0.875(13.7) 0.444(7.29) 0.753(15.9) 
⥄↱ᐲୃᱜ済ߺቯଥᢙ 0.550 0.831 0.655 0.864 
ᵈ: 㕖⺑ᄌᢙߪഭ↢↥ᕈ㧔↥ᬺታ⾰↥㗵¸↥ᬺዞᬺ⠪ᢙ㧕ߩ₸ޕࠆߢ

ᒐౝߩᢙ୯ߪ t ୯ޕࠆߢ 
ᚲ: ☨࿖1972ޔߪߡߟߦSIC ߣ 1987SIC ࠆࠃߦ GDP by Industry ޔᯏེᬺ↥ߩ⸘⛔

㔚ሶ㔚᳇ᯏེޔ⥄േゞߩ 3 ߟߦ日ᧄޕߚߞⴕࠍ回Ꮻಽᨆߡߒ࡞ࡊࠍ࠲࠺年ᰴߩᬺ↥
ޔ㔚᳇ᯏ᪾ޔᯏ᪾⥸৻ߩዞᬺ⠪ᢙߣ↥↢✚࿖ౝߩ経済ᵴേߩޢ࿖᳃経済⸘▚年ႎޡߪߡ
ャㅍᯏ᪾ߩ 3  ޕߚߞⴕࠍ回Ꮻಽᨆߡߒ࡞ࡊࠍ࠲࠺年ᰴߩᬺ↥

 

日☨߽ߣ㔛ⷐᚑ㐳₸ߩଥᢙߪߡߟߦ 1990 年ઍߩᣇ80ޔ߇ 年ઍ߽ࠅࠃ大ߩߎޕ߈ଥ

ᢙ1ޔߪ ߪࠇߎޔࠄ߆ߒ╬ߦ୯ߚߓᷫࠍᒢജᕈߩ↪㓹ࠄ߆ 90 年ઍߦ㓹↪ߩᒢജᕈ߇ዊߐ

ߢᷫዋዪ㕙↥ޔߪߣߎ߁ߣߐዊ߇ᒢജᕈߩ↪㓹ߦਇᴫᦼޕࠆߔᗧࠍߣߎߚߞߥߊ

㧔ഭ⋭[2002]第ࠆߡߒᤋࠍߣߎߚߞߛዊⷙᮨ߇ᷫߩ↪㓹ߩ 3-7 , Boyer and 

Juillard[2000]㧕ޕ࿖㓙⊛߽ߡߺߦૐ㓹↪ߩᒢജᕈ90ޔߪ 年ઍ߽ߡ߅ߦ߶߷⛽ᜬߚࠇߐ

 ޕ8ࠆࠇࠄ߃⠨߽ߣࠆߢࠇߩᘠᕈജߟ߽߇㓹↪ᐲߪࠇߎޕ㧔ቝੳ[2000b]㧕ࠆߢߩ

☨࿖ޔ߽ߡߟߦᯏ᪾↥ᬺࠆߌ߅ߦ↥㊂ߦኻࠆߔ㓹↪㊂ߩᒢജᕈߪ 1978㨪87 年ߩ 0.56

1988㨪2001ޔࠄ߆ 年ߩ 0.25 ߢߓหߪߢὐ߁ߣૐਅߩᒢജᕈߩ↪㓹ޕߚߒૐਅߊ߈大ߦ

90ޕࠆߥ⇣߇ᴫ⁁ߦ߁ࠃߩᰴߪߣ日ᧄ߇ࠆ 年ઍߩ☨࿖ߪᅢᴫᦼޔࠅߢ↥Ⴧടዪ㕙ޔߢ

㓹↪ߤࠎߣ߶߇Ⴧടޔ߇ߣߎߚߞ߆ߥߒ㓹↪ߩᒢജᕈࠍૐਅߪࠇߎޕߚߖߐ 1980 年ઍᓟඨ

ߣᓇ㗀ߩޠࡓࡉࠣࡦࡖ࠴ࠢ࠻ࠬޟ߿ޠࡓࡉࠣࡦࠫࠗࠨࡦ࠙࠳ޟࠆ߹ᆎࠄ߆

⠨߁ࠈߛࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃㧔Osterman[1999]㧕ᤨߩߎޕᦼޔ☨࿖ડᬺ࠹ࡇࡦࠦࠕࠦޔߪ

ITޔߚ߹ޕߚ進ࠍᄁළ߿ࠣࡦࠪ࠰࠻࠙ࠕߩಽ㊁ߩઁߩߘޔߒߑࠍ集ਛߩ߳ࠬࡦ ᛛⴚ

▤⾰ຠޔ↥↢ࡓ࠴ޔߦࠄߐޕߚ進ࠍᷫߩࠞ࠻ࠗࡢࡎ߿ਛ㑆▤ℂ⡯ޔߡߒ↪ᵴࠍ

ℂߤߥࡦ࡚ࠪ࠹ࡠࡉ࡚ࠫ߿࡞ࠢࠨ日ᧄߢ⊒ዷߚߒᚻᴺࠍ↢↥႐ߦዉޕߚߒ 

回Ꮻಽᨆߦߚߞᯏ᪾ㅧㇱ㐷 3 1978㨪87ޔߣࠆߺߢන⚐ᐔဋߩᬺ↥ 年ߩ↥ᚑ㐳₸ޔߪ

1988㨪2001ޔࠅߢ3.8% 年ߪࠇߘߩ ߇ᒢജᕈߩ↪㓹ޔߒ߽ޕࠆߢ7.0% 0.56 ᄌ化߹߹ߩ

ߪߚߒࠄߚ߽ࠍ₸㓹↪Ⴧടߩ%1.7ޔߪჇടߩ₸ᚑ㐳↥ߥ߁ࠃߩߎޔ߫ࠇߔߣߚߞ߆ߥߒ

߇ᒢജᕈߩ↪㓹ߡߞࠃߦ㕟ᣂ❰⚵ᛛⴚ㕟ᣂߩ࿖ડᬺ☨ߥ߁ࠃߩ⸤߇ࠈߎߣޕࠆߢߕ

0.25 ߪ₸㓹↪Ⴧടޔߦߚߚߒૐਅߦ ߽ߦߚߒჇട߇₸ᚑ㐳↥ߦ߁ࠃߩߎޕߚߞߢ0%

㑐ޔߕࠄࠊ㓹↪Ⴧട߇ᛥޔߡߞࠃߦߣߎߚࠇߐ↢↥ᕈࡓࠫ㑐ᢙߩ߇߈大ߞߥߊ߈

 ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚ

                                                  
1998ޔߒߛߚ 8 年એ㒠ޔ日ᧄޔߡ߅ߦᱜⷙ㓹↪ߩ㕖ᱜⷙ㓹↪߳ߩઍᦧ߇ᵴ⊒化ޕߚߒ✚

㓹↪⠪ߦභࡓࠗ࠲࠻ࡄࠆഭ⠪ߩᲧ₸ߪ 97 年ߩ 98ޔࠄ߆16.3% 年ߪߦ ޔࠅߥߣ19.5%

2004 年ߪߦ  ޕߚߒ㆐ߦ23.7%
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5. ⚿論 
 

࿑ 5 87-1977ޔߡߒ㑐ߦ࿖☨ޔߦ߁ࠃߔ␜ߦ 年ߣ 1987-97 年ࠍߣᲧޔߣࠆߴ㔛ⷐࠫ

ࡓࠫ㔛ⷐޔᨐ⚿ߩߘޔߚߞߥߊ߈大ߪ߈ߩࡓࠫᕈ↥↢ޔߒ࠻ࡈࠪߦฝᣇะߪࡓ

ޕߚߒჇ大ߦ߽ߣߪ₸ഭ↢↥ᕈߣ₸㔛ⷐᚑ㐳ߔ߇ὐߩߣࡓࠫᕈ↥↢ߣ

Baumol[1967]ߦ࡞࠺ࡕߩၮޔߦ߁ࠃߩߎޔߣߊߠഭ↢↥ᕈ₸߇Ყセ⊛大߈ㇱ㐷ߩ

㔛ⷐᚑ㐳₸߇大ࡠࠢࡑޔߪߣߎߚߞߥߊ߈経済ᚑ㐳ࠍᡰޕࠆ߃日ᧄߦ㑐ޔߪߡߒ࿑ 4 ␜ߦ

ߦ߁ࠃߔ 1980-90 年ߣ 1990-2000 年ࠍߣᲧޔߣࠆߴ↢↥ᕈߩࡓࠫߪ߈大ߚߞߥߊ߈

߇₸㔛ⷐᚑ㐳ߦߊߣޔᨐ⚿ߩߘޕߚߒ࠻ࡈࠪߊ߈大ߦᏀᣇะߪࡓࠫ㔛ⷐޔ߇ 1990 年ઍ

߇₸ഭ↢↥ᕈޔߦ߁ࠃߩߎޔߣߊߠၮߦ࡞࠺ࡕߩBaumol[1967]ޕߚߞߥߊߐዊߪߦ

Ყセ⊛大߈ㇱ㐷ߩ㔛ⷐᚑ㐳₸߇ዊࡠࠢࡑޔߪߣߎߚߞߥߊߐ経済ᚑ㐳₸ߩૐਅ߇ߥߟߦ

 ޕࠆ

日ᧄߣ☨࿖ߥ߁ࠃߩߎࠆߌ߅ߦᚑ㐳ߩࡓࠫᄌ化ߩේ࿃ߪએਅޕࠆࠇࠄߣ߹ߦ߁ࠃߩ

90 年ઍޔߡ߅ߦIT ಽ㊁ߩᛛⴚ進ᱠߩᓇ㗀࠲ࡘࡇࡦࠦޔߪㅧᬺࠍਛᔃޔߦᯏ᪾↥ᬺߦ

߈߽ߢ日ᧄߪᕈ↥↢ߚߞࠃߚ߆ߦᯏ᪾ޕߚࠇߡߞߥߣഭ↢↥ᕈ㜞ࠆߌ߅

ߒࠄߚ߽ࠍჇടߩ߈ߩࡓࠫᕈ↥↢ߩߢਔ࿖ߪࠇߎޕߚߞߢ⪺㗼߇ᣇߩ࿖☨ޔ߇ߚ

ߪߢ࿖☨ޔߦࠄߐޕߚ 1980 年ઍᓟඨߩࠄ߆☨࿖ડᬺߩ⚵❱㕟ᣂ経༡㕟ᣂࠍㅢޔߡߓ㓹↪

1990ޕߚߞߥߊ߈大߇߈ߩ㑐ᢙࡓࠫᕈ↥↢ޔߒૐਅ߇ᒢജᕈߩ 年ઍߩ☨࿖ߡ߅ߦ

ޔߦㅒޕߚߒ࠻ࡈࠪߦฝᣇะߪࡓࠫ㔛ⷐޔࠅ߹㜞߇₸ᚑ㐳ߩャ㔛ⷐߣᛩ⾗㔛ⷐޔߪ

1990 年ઍߩ日ᧄޔߪߢャ㔛ⷐᚑ㐳₸ߩૐਅޔߣᛩ⾗㔛ⷐߩṛޔߡߞࠃߦ㔛ⷐࡓࠫ

ߚࠇߐᒻᚑߦ経済ᦼ࡞ࡉࡃޔߪߡߒߣⷐ࿃ߥਥߩṛߩᛩ⾗㔛ⷐޕߚߒ࠻ࡈࠪߦᏀᣇะߪ

ㆊ↢↥⢻ജߩሽޔ߇ࠆࠇࠄߍ߇ᛩ⾗⽷ଔᩰߩૐਅ߽ᛩ⾗ߩṛߣ㑐ㅪࠍޕࠆߡߒ 

 

 

↢↥ᕈ                         ↢↥ᕈ90)ࡓࠫ 年ઍ) 

₸U                              U = 1.6% + 0.88 g   

                      ↢↥ᕈ80)ࡓࠫ 年ઍ) 

㔛ⷐ90)ࡓࠫ 年ઍ)                 U = 1.4% + 0.66 g   

g = 1.7% + 0.29ǹ 

 

                   㔛ⷐ80)ࡓࠫ 年ઍ) 

   1.6  1.4          g = 2.8% + 0.71ǹ 

 

     1.7  2.8              㔛ⷐᚑ㐳₸ g 

 

࿑ �� � ᣣ本のᚑ㐳 
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↢↥ᕈ  

₸U                              ↢↥ᕈ(1987-97)ࡓࠫ 

           㔛ⷐ(1977-87)ࡓࠫ      U = 1.6% + 0.75g 

g = 1.6% + 0.86ǹ 

                          ↢↥ᕈ(1977-87)ࡓࠫ 

                                    U =2.0% + 0.44g 

   2.0 

        1.6        㔛ⷐ(1987-97)ࡓࠫ  

          1.6      g = 3.1% + 0.83ǹ 

              3.1            㔛ⷐᚑ㐳₸ g 

 

࿑ �� � � ☨࿖のᚑ㐳�
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箻ർ大学(Kyungpook University) ᮭ⯲⾫ 
 
ⷐᣦ 
㖧࿖ߪ 1990 年ઍోࠍㅢߡߓᚑ㐳₸ߪ大ߊ߈㊰化ޔߒᛩ⾗ߣᶖ⾌߽ૐㅅߩ⁁ᘒࠄ߆ᛮߌ

ޕߚߞ߆ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆㅧᬺࠍਛᔃߡߒߦ㓹↪ᚑ㐳ߪ㊰化ޔߡߒഭࡆࠪࠠࡈߩ

1990ޕߚߒ大ߦᕆㅦ߇ࠖ࠹ 年ઍࠆߌ߅ߦ㖧࿖ߩᚑ㐳ߥ߁ࠃߩߤߦᄌ化ޕ߆ߚߒ↢⊑߇

1990 年ઍࠆߌ߅ߦ㖧࿖ߩ経済ᚑ㐳ߩ㊰化ߚߒࠄߚ߽ࠍේ࿃ߪޕ߆ߩߥᧄ論ᢥޔߪߢഭ

↢↥ᕈߣ㔛ⷐᚑ㐳ߩߣ⋧ⷙቯ㑐ଥࠍឬߚ Kaldor ߃⠨߁ߣޠⓍ⊛࿃ᨐㅪ㑐⚥ޟߩ

ᣇߦၮ1990ޔߡߠ 年ઍࠆߌ߅ߦ㖧࿖ߩ経済ᚑ㐳ߩ㊰化ߩේ࿃ࠍޕࠆߔߦ߆ࠄ 
1990 年ઍޔߪߦㇱ㐷㑆ߩഭ↢↥ᕈ₸ࠅ߹ߪߦᏅߥ߇ਛޔߢᛩ⾗⽷ㇱ㐷ߩᦨ⚳

㔛ⷐታ⾰ᚑ㐳₸߇ 1980 年ઍߣᲧߡߴ大ᷫߊ߈ዋޔߡߞ߇ߚߒޕߚߒᧄ論ᢥޔߪߢᛩ⾗⽷ㇱ

㐷ࠆߌ߅ߦേᘒߩߎߩ大ߥ߈ᄌ化ߩⷐ࿃1980ޔߡߟߦ 年ઍߣ 1990 年ઍ߁ߣ 2 ᦼߩߟ

㑆ߦಽޔߡߌ㔛ⷐߣࡓࠫ↢↥ᕈࠍࡓࠫផ⸘ߩߎޕࠆߔផ⸘ޔߡߞࠃߦ㔛ⷐࠫ

߇ᄌ化ߩࠄߜߤߡߒߣਥޔߜ߁ߩࡓࠫᕈ↥↢ߣࡓ 1990 年ઍࠆߌ߅ߦ㖧࿖ߩ経済ᚑ㐳ߩ

㊰化߇߆ߚߒࠄߚ߽ࠍޕࠆߔߦ߆ࠄ 
ಽᨆ⚿ᨐ1990ޔߣࠆࠃߦ 年ઍࠆߌ߅ߦ㖧࿖ߩᚑ㐳ޔߪ↢↥ᕈߪࡓࠫᣇ߳ࠪߣ

1990ޔࠅ߹ߟޕߚߒ࠻ࡈࠪߦᏀᣇะߪࡓࠫ㔛ⷐޔ߇ߚߒ࠻ࡈ 年ઍߪߦഭ↢↥ᕈ

Ⴧടߪലᨐߔ߷ߦഭ↢↥ᕈ߇㔛ⷐᚑ㐳ޔ㕙ߚߒዋᷫߪലᨐߔ߷ߦ㔛ⷐᚑ㐳߇

ࠪߣᣇ߳ߪࡓࠫᕈ↥↢ޔ߇ߚߒ࠻ࡈࠪߦᏀᣇะߪࡓࠫ㔛ⷐޔߦ߁ࠃߩߎޕߚߒ

ߩ₸ഭ↢↥ᕈޔ߇ߚߒૐਅߊ߈大ߪ₸ᚑ㐳↥ࠆߌ߅ߦᛩ⾗⽷ㇱ㐷ޔߢߩߚߒ࠻ࡈ

ૐਅߪዊ1990ޔߡߞ߇ߚߒޕߚߞ߆ߐ 年ઍࠆߌ߅ߦ㖧࿖ߩ経済ᚑ㐳ߩ㊰化ޔߪਥޔߡߒߣ

↢↥ᕈ߽ࠅࠃࡓࠫ㔛ⷐߩࡓࠫᄌ化ߣࠆࠃߦ⠨ޕࠆࠇࠄ߃ 

 
 ߦߓߪ .1
 
 㖧࿖ߪߢ 1970 年ઍඨ߫એᓟޔ㊀化学Ꮏᬺㇱ㐷ࠍਛᔃߡߒߦ大㊂↢↥⸳߇ᧄᩰ⊛ߦዉ

大㊂ャߣ↥↢大㊂ޔߡߟ߮⚿߇ߣഭᒝᐲ㜞߮ࠃ߅ૐ⾓㊄ޔߣ⸳↥↢ߩߎޕߚࠇߐ

߇ታ߇ࠇߎޕߚࠇߐ 1980 年ઍߩ㖧࿖経済ߩ㜞ᚑ㐳ࠍน⢻ߚߒߦⷐ࿃ࠊߥߔޕߚߞߢ

1980ޔߜ 年ઍߩ㜞ᚑ㐳ߪ㜞ᛩ⾗(⸳ᛩ⾗)̆ૐ⾓㊄̆㐳ᤨ㑆ഭ̆㜞ഭᒝᐲ̆㜞↢↥ᕈ

̆大㊂↢↥̆大㊂ャ߁ߣ৻ㅪޕߚߞߢߩ߽ࠆࠃߦࡓ࠭࠾ࠞࡔߩ 
1990ޔߒ߆ߒ 年ઍߦߩࡓ࠭࠾ࠞࡔߩߎޔߣࠆലᕈߪૐਅ1990ޕߚߒ 年ઍోࠍㅢߓ

ޕߚߞ߆ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߌᛮࠄ߆ᘒ⁁ߩᶖ⾌߽ૐㅅߣ⾗ᛩޔߒ㊰化ߊ߈大ߪ₸ᚑ㐳ߡ

ㅧᬺࠍਛᔃߡߒߦ㓹↪ᚑ㐳ߪ㊰化ޔߡߒഭ߇ࠖ࠹ࡆࠪࠠࡈߩᕆㅦߦ大ޕߚߒ㜞ᚑ

㐳ߦ߆ߎߤߩࡓ࠭࠾ࠞࡔߩ㗴ޔߡߒ↢⊑߇ᣢሽߩᚑ㐳ߪォ឵߇ⷐ᳞ߣߚࠇߐ⠨ࠄ߃

1980ޕࠆࠇ 年ઍߣᲧߡߴ 1990 年ઍߩᚑ㐳ߥ߁ࠃߩߤߦᄌ化1990ޕ߆ߚߒ↢⊑߇ 年ઍ

ഭ↢↥ᕈޔߪߢᧄ論ᢥޕ߆ߩߥߪේ࿃ߚߒࠄߚ߽ࠍ㊰化ߩ経済ᚑ㐳ߩ㖧࿖ࠆߌ߅ߦ

ߣ㔛ⷐᚑ㐳ߩߣ⋧ⷙቯ㑐ଥࠍឬߚ Kaldor[1966][1970]ޟߩ⚥Ⓧ⊛࿃ᨐㅪ㑐߁ߣޠ

⠨߃ᣇߦၮ1990ޔߡߠ 年ઍࠆߌ߅ߦ㖧࿖ߩ経済ᚑ㐳ߩ㊰化ߩේ࿃ࠍޕࠆߔߦ߆ࠄ 
ߪߢ論ᢥߩߎ 1990 年ઍߩ㖧࿖経済ߩ㊰化ࠍᰴߥ߁ࠃߩ㗅ᐨߢᬌ⸛ޕࠆߔ第 2 ޔߪߢ▵

1980 年ઍߣ 1990 年ઍࡠࠢࡑߩ経済ߩ⁁ᴫޔߣᛩ⾗⽷ㇱ㐷ߣᶖ⾌⽷ㇱ㐷ߦಽߚߌ႐วߩㇱ

㐷േᘒࠍޕࠆߔߦ߆ࠄ第 3 㔛ⷐޟ経〝㧔ࠆ⥋ߦഭ↢↥ᕈࠄ߆㔛ⷐᚑ㐳ޔߪߢ▵

⊛ᐲࠆߔᓇ㗀ߦ㧕ࠆࠇ߫ߣޠࡓࠫᕈ↥↢ޟ経〝㧔ߩㅒ߮ࠃ߅㧕ࠆࠇ߫ߣޠࡓࠫ
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ⷐ࿃ࠍ⻉ⷐ࿃ࠍࠍࡓࠫߩߟੑߩߎޔߒߦ߆ࠄቯᑼ化ޕࠆߔ第 4 1980ޔߪߢ▵ 年

ઍߣ 1990 年ઍ߁ߣ 2 ᦼᤨߩห᭽ޔߚ߹ޕࠆߔ⸘ផࠍࡓࠫ㔛ⷐޔߡߌಽߦᦼ㑆ߩߟ

ಽޔߢ↢↥ᕈࠍࡓࠫផ⸘ߩߎޕࠆߔផ⸘ޔߡߞࠃߦ㔛ⷐߣࡓࠫ↢↥ᕈߩࡓࠫ

߇ᄌ化ߩࠄߜߤߡߒߣਥޔߜ߁ 1990 年ઍࠆߌ߅ߦ㖧࿖ߩ経済ᚑ㐳ߩ㊰化߇߆ߚߒࠄߚ߽ࠍ

ޕࠆߥߦ߆ࠄ第 5  ޕࠆߔ⚂ⷐࠍ⊑ߥਥⷐߩᧄ論ᢥߢ▵
 
 േᘒߩㇱ㐷ੑߣࠬࡦࡑࠜࡈࡄ経済ࡠࠢࡑ .2
 
㧝1980ޔߪ 年ઍߣ 1990 年ઍࠆߌ߅ߦ㖧࿖ߩ経済ࠍࠬࡦࡑࠜࡈࡄߔᜰᮡߣ߹ࠍ

1980ޕࠆߡ 年ઍߪߦ㜞ᛩ⾗ߦၮߡߠ年₸ 1990ޔ߇ߚߒታ߇経済ᚑ㐳ߩ8.3% 年ઍߦ

⾰ታߪ GDP ᚑ㐳₸ࠅߥ߆߇ૐਅߦ․ޕߚߒ㕖ቛᛩ⾗ᚑ㐳₸߇大ᷫߊ߈ዋߥ߁ࠃߩߎޔߒ

ᛩ⾗㔛ⷐᷫߩዋߡߞࠃߦ㓹↪ᚑ㐳₸߽ᷫዋޕߚߒㅧᬺ㓹↪1991ޔߪ 年એ᧪ᷫዋޔߡߌ⛯ࠍ

1990 年ઍߩᐔဋߪߢ年₸ ଔᩰᄌޕߚߒ進ⴕ߇ᚑ㐳̉߈ߥ↪㓹̈ࠆࠁࠊޔߡߒዋᷫߢ1.3%

化ޔߣࠆߺࠍ経済ᚑ㐳₸߇ࡈࡦࠗߒ╬߷߶ߣ進ⴕޕࠆߡߒ 
 

 1 㖧࿖ࡠࠢࡑߩ経済ࠬࡦࡑࠜࡈࡄ㧔年₸ޔන:%㧕 
 1980-1990 年 1990-2000 年 
ታ⾰ GDP ᚑ㐳₸ 8.3 5.7 
ታ⾰㕖ቛᛩ⾗ᚑ㐳₸ 10.8 5.0 
✚㓹↪ᚑ㐳₸ 2.8 1.6 
ㅧᬺ㓹↪ᚑ㐳₸ 5.1 -1.3 
GDP  ᄌ化₸ 7.3 5.5࠲ࡈ࠺

ᚲ: 㖧࿖㌁ⴕޡ࿖᳃ᚲᓧൊቯࠄ߆ޢ▚ޔ㓹↪ᚑ㐳₸ߪ⛔⸘ᐡޡ㋶Ꮏᬺ⛔⸘⺞ᩏႎ๔ᦠޕ▚⸘ࠄ߆ޢ 
 
 
 㧝ࡠࠢࡑߥ߁ࠃߩ経済ߩ⁁ᴫࠍㇱ㐷ߦಽߡߌ߇ߩߚ㧞ޕࠆߢ㧞߁ࠃߔ␜ߦ

1980ޔߦ 年ઍߪߦᶖ⾌⽷ㇱ㐷ߩഭ↢↥ᕈ₸߇ᛩ⾗⽷߿߿ࠅࠃࠇߘߩ㜞ޔ߇ᦨ⚳㔛

ⷐታ⾰ᚑ㐳₸ߪߢᛩ⾗⽷ߩᚑ㐳₸߇ᶖ⾌⽷ࠍࠇߘߩ大ߊ߈回ޕߚߡߞ৻ᣇ1990ޔ 年ઍ

⾰ᦨ⚳㔛ⷐታߩᛩ⾗⽷ㇱ㐷ޕߥ߇Ꮕࠅ߹ߦ㑆ߩㇱ㐷ߩߟੑߪ₸ഭ↢↥ᕈޔߪߦ

ᚑ㐳₸߇ 1980 年ઍߣᲧߡߴ大ᷫߊ߈ዋޔߡߒㇱ㐷㑆ᩰᏅߤࠎߣ߶ߪᶖޕࠆߡ߃ᰴ▵એਅ

߁ߣⓍ⊛࿃ᨐㅪ㑐⚥ޔߡߟߦⷐ࿃ߩᄌ化ߥ߈大ߩߎߩേᘒࠆߌ߅ߦᛩ⾗⽷ㇱ㐷ޔߪߢ

ⷰὐࠄ߆ᬌ⸛ޕࠆߔ 
 
 2 ㇱ㐷ߩേᘒ㧔年₸ޔන:%㧕 
 1980-1990 年 1990-2000 年 
 㕖ቛᛩ⾗⽷ ᶖ⾌⽷ 㕖ቛᛩ⾗⽷ ᶖ⾌⽷ 
ഭ↢↥ᕈ₸ 6.6 7.1 5.3 5.2 
ᦨ⚳㔛ⷐታ⾰ᚑ㐳₸ 11.2 7.6 5.6 5.2 
ଔᩰᄌ化₸ 5.4 6.0 4.9 6.6 
ฬ⋡⾓㊄ᄌ化₸ 12.9 9.9 

ᵈ: 㕖ቛᛩ⾗⽷ߣᶖ⾌⽷ߩഭ↢↥ᕈ₸ߪᰴߥ߁ࠃߩᚻ⛯ߢ߈▚ޕߚߒ↥ᬺㅪ㑐ࠚ࠴ࡦࠝߩ

㧘ฦຠߡߓਸ਼ࠍߣഭᛩଥᢙᬺ↥ߣㅒⴕࡈ 1 නߦߩࠆߔ↥↢ࠍ⋥ធ⊛㑆ធ⊛ߦᔅⷐߥഭ㊂㧘

₸ૐਅߩ୯ߩߎޕ(Pasinetti[1973])ࠆߔ▚ࠍޠวഭᛩଥᢙ⛔⊛⋤ုޟ߁ߩࠖ࠹࠶ࡀࠪࡄߜࠊߥߔ

ߪ₸ഭ↢↥ᕈߩߢන߁ߣ⽷⾗㕖ቛᛩޔ⽷⾌ᶖߦࠄߐޕࠆߔߣ₸ഭ↢↥ᕈߩ㧘ฦຠࠍ

ᰴ߫߃ߣߚޕߚ᳞ߡߒߦ߁ࠃߩᶖ⾌ᡰࠍ᭴ᚑࠆߔ⻉ຠߩ᭴ᚑᲧߢട㊀ߡߒຠု⋥⊛⛔วഭᛩ

ଥᢙߩᐔဋ୯᳞ࠍ㧘ࠍࠇߎᶖ⾌⽷ုߩ⋥⊛⛔วഭᛩଥᢙߩߎޕࠆߔߣ୯ߩૐਅ₸ࠍ㧘ᶖ⾌⽷ߩഭ

↢↥ᕈ₸ޕࠆߔߣ↥ᬺㅪ㑐ߪߡߟߦ㖧࿖㌁ⴕޡ↥ᬺㅪ㑐ߩޢ⛔วਛಽ㘃ߩขᒁၮᧄޔ㓹↪

ࠍ↪ޕߚߒᶖ⾌⽷ޔ㕖ቛᛩ⾗⽷ߩᦨ⚳㔛ⷐታ⾰ᚑ㐳₸ߣଔᩰᄌ化₸ߪ㖧࿖㌁ⴕޡ࿖᳃ᚲᓧൊቯ߆ޢ

 ޕߚ᳞ࠄ߆ޢᲤ月ഭ⛔⸘⺞ᩏႎ๔ᦠޡഭᐭޔߪ₸ฬ⋡⾓㊄ᄌ化ޕߚ᳞ࠄ
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ଔᩰᄌ化₸ᤨߩߟੑߪᦼ߽ߣᶖ⾌⽷ㇱ㐷߇ᛩ⾗⽷ㇱ㐷ࠅࠃ㜞ߩߘޔ߇ᩰᏅߪ 1990 年ઍ

ࠍ₸ഭ↢↥ᕈ߽ߣᦼᤨߩߟੑߪ₸ฬ⋡⾓㊄ᄌ化ޕߚߞߥߊ߈大ߦࠄߐޔߡߞߦ

回߇ࠇߎޔ߇ࠆߡߞ経済ో1996-1987ޔߦ․ޕࠆߡߒࠄߚ߽ࠍࡈࡦࠗߩ 年ޔߪߦ

㕖ㄘᬺో↥ᬺㇱ㐷ࠆߌ߅ߦฬ⋡⾓㊄₸ߪ年₸ ഭߣ₸ฬ⋡⾓㊄ޕ1ߚߒߢ14.6%

↢↥ᕈ₸ߩߣᏅޔ߇ଔᩰᄌ化₸ߩߎޔࠅ߅ߡߞߥߊߒ╬߷߶ߣᗧޟޔߢ⾓㊄ࠦࠬ࠻

 ޕࠆ߈ߢ⺑߇ࡦ࡚ࠪࡈࡦࠗޔߡߞࠃߦޠℂ論ࡊ࠶ࠕࠢࡑ
 
3. ⚥Ⓧ⊛࿃ᨐㅪ㑐ߩ⻉Ბ㓏 
 
⚥Ⓧ⊛࿃ᨐㅪ㑐ޔߪഭ↢↥ᕈ߇㔛ⷐߩᚑ㐳ߚ߹ޔߒࠄߚ߽ࠍ㔛ⷐᚑ㐳߇ഭ↢↥

ᕈࠍޔߢߜߚ߆߁ߣࠆߖߐഭ↢↥ᕈߣ㔛ⷐᚑ㐳ߩ㑆ߦ⋧ଦ進↪߇ሽߔ

߁ߣࠆ Kaldor-Verdoorn ᴺೣߦၮޕࠆߡߠBoyer[1988]ޔߪഭ↢↥ᕈࠄ߆㔛ⷐ

ᚑ㐳ࠆ⥋ߦ経〝ޟࠍ㔛ⷐޔޠࡓࠫ㔛ⷐᚑ㐳ࠄ߆ഭ↢↥ᕈࠆ⥋ߦ経〝ޟࠍ↢↥ᕈ

㑐ߩߟੑߩߎޔߒዉࠄ߆࡞࠺ࡕ経済ࡠࠢࡑࠍ㑐ᢙࠆߔࠍࠇߙࠇߘޔ߮ߣޠࡓࠫ

ᢙߩᄌ化ޔߡߞࠃߦᚑ㐳ߩォ឵ࠍ⺑ߩߎޕࠆߡߒലᨐߩ大ޔߦߚࠆ᷹ࠍߐ߈ഭ

↢↥ᕈࠄ߆㔛ⷐᚑ㐳ࠆ⥋ߦ経〝߮ࠃ߅㔛ⷐᚑ㐳ࠄ߆ഭ↢↥ᕈࠆ⥋ߦ経〝ࠇߘ

࿑ޔࠍࠇߙ 1  ޕࠆߌಽߦᲑ㓏ߩߟੑߦ߁ࠃߔ␜ߦ
 
 
࿑ 1 ⚥Ⓧ⊛࿃ᨐㅪ㑐ࠆߌ߅ߦ 4  Ბ㓏ߩߟ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᚲ㧦ቝੳብᐘ[2007] 

 
 
ഭ↢↥ᕈࠄ߆㔛ⷐᚑ㐳ࠆ⥋ߦ経〝ޔߪᚲᓧಽ㈩ߣᡰߩߟੑ߁ߣᲑ㓏ߢ᭴ᚑߐ

ߡߒߣਥޔ߇ࠇߎޔ߫߃ߣߚޕࠆߢ㈩ಽߩᚑᨐߩഭ↢↥ᕈޔߪᲑ㓏ߩ第㧝ޕࠆࠇ

⾓㊄ߡߒߣಽ㈩ޔ߆ࠆࠇߐẢߡߒߣಽ㈩ߪࠆޔ߆ࠆࠇߐਔᣇߦဋ╬ߦಽ㈩

߇ㆬᛯ⢇ߥ߁ࠃ߁ߣޔ߆ࠆࠇߐಽ㈩ߦຠ⾼⾈⠪ޔߡߒߣଔᩰૐਅߪࠆޔ߆ࠆࠇߐ

ሽޕࠆߔ 
 㔛ⷐߩࡓࠫ第 2 Ảᚲߪࠆ㊄ᚲᓧ⾓ޕࠆߢᡰߩᚲᓧߚࠇߐಽ㈩ޔߪᲑ㓏ߩ

                                                  
1 1987 年ߩഭ⠪大㑵એᓟޔഭ⚵ว߇₸❰⚵ߩ㜞ㅧᬺㇱ㐷ߩฬ⋡⾓㊄₸ߪ

1987-1996 年㑆年₸ ₸年ߪ₸ታ⾰⾓㊄ޔ15.8% ⾓⾰ታߩㅧᬺޔߦ․ޕߚߞߢ9.1%

㊄₸ߪ 1988-1990 年ߪߡߟߦ年₸  ޕߚߞߢ13.5%

ഭ↢↥ᕈ 㔛ⷐᚑ㐳 

[↢↥ᕈࡓࠫ] 

ᚲᓧಽ㈩ ᡰ㧔ᶖ⾌ޔᛩ⾗ޔャ㧕

㧕 

   ⚵❱㕟ᣂ 
㓹↪⺞ᢛ 

ᛛⴚ㕟ᣂ 
↢↥⸳⺞ᢛ 

ᐲ⻉ᒻᘒ 

[㔛ⷐࡓࠫ] 
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ᓧޔߪᶖ⾌ߪࠆᛩ⾗ߡߒߣᡰߩߎޕࠆࠇߐᡰ㗵ޔߪᚲᓧ㗵߿ຠଔᩰߦଐሽߡߒ

ᄌ化ߚ߹ޔߒࠆߔ㊄Ⲣᐲߦ㑐ࠆࠊⷐ࿃ߤߥߩ⻉ⷐ࿃ߩᓇ㗀ࠍฃߡߌᄌ化ࠊࠅߣޕࠆߔ

 ޕࠆߡࠇࠄ⍮߇ߣߎࠆߔᄌേߊ߈大ࠅߥ߆ߡߌฃࠍᓇ㗀ߩⷐ࿃ߥ߹ߑ߹ߐߪᛩ⾗ᡰߌ
ᰴߦ㔛ⷐᚑ㐳ࠄ߆ഭ↢↥ᕈࠆ⥋ߦ経〝ߪߡߟߦᰴߩߟੑߥ߁ࠃߩᲑ㓏ࠄ߆᭴ᚑ

ߕ⻠ࠍ⟎ភߩߚࠆߖߐჇടࠍ㊂↥ޔߪડᬺޔ႐วߚߒჇട߇㔛ⷐߩຠࠆޕࠆࠇߐ

㑆ᤨ߇ᣇߩᢛ⺞ߩ⸳↥↢ޔߦ⥸৻ޕࠆߢᢛ⺞ߩ↪㓹ߣᢛ⺞ߩ⸳↥↢ߪ⟎ភߥਥޕࠆ

第ߩ〝経ࠆ⥋ߦഭ↢↥ᕈࠄ߆㔛ⷐᚑ㐳ޔߢߩࠆߔవⴕߦ⊛ 1 Ბ㓏ࠍ↢↥⸳ߩ⺞ᢛޔ

第 2 Ბ㓏ࠍ㓹↪⺞ᢛߣ⠨ޕࠆ߃ 
 Boyer[1988]ࡠࠢࡑޔߪ経済ࠆߌ߅ߦ⚥Ⓧ⊛࿃ᨐ㑐ㅪࠍࠆߔ᭴ㅧᣇ⒟ᑼࠍ᭴▽ߚߒ

ߔࠊࠄࠍࡓࠫ㔛ⷐߣࡓࠫᕈ↥↢ࠍ᭴ㅧᣇ⒟ᑼޔߢ 2 ᧄߩᑼߡߒ⚂❗ߦᚑ㐳

ߊߥߪߢ࡞࠺ࡕ経済ࡠࠢࡑޔߪߢᧄⓂޔߒ߆ߒޕ2ߚߒಽᨆࠍᕈᩰߩ 2 ㇱ㐷ࠄ߆࡞࠺ࡕ㔛ⷐ

⾗ᛩޔߡߒߘޕࠆߔ↪ណࠍᣇᑼߩቝੳ[2007]ߚߒዉࠍ㑐ᢙࡓࠫᕈ↥↢ߣ㑐ᢙࡓࠫ

⽷ㇱ㐷ࠆߌ߅ߦ㔛ⷐߣࡓࠫ↢↥ᕈߩࡓࠫᄌ化ߩ⻉ⷐ࿃ࠍޕࠆߔߦ߆ࠄ೨▵ߢㅀ

1980ޔߦ߁ࠃߚߴ 年ઍࠄ߆ 1990 年ઍߩߡߌ߆ߦ㖧࿖ޔߪߡ߅ߦᛩ⾗⽷ㇱ㐷ࠆߌ߅ߦേ

ᘒ߇大ߊ߈ᄌ化ޕࠆߢࠄ߆ࠆߡߒ 
 
3.1. 㔛ⷐߩࡓࠫቯᑼ化 
 એਅޔߪߢ㕖Ᏹߦන⚐ੑߥㇱ㐷ᚑ㐳ࠍ࡞࠺ࡕޔߡߞㇱ㐷ߩ㔛⛎৻⥌ᑼࠍᕡ╬ᑼዷ㐿

㔛ⷐߜࠊߥߔޔ㑐ଥߩဳ✢ߩ㑆ߩߣ₸ഭ↢↥ᕈߣ₸㔛ⷐᚑ㐳ޔߡߞࠃߦߣߎࠆߔ

 ޕߊዉࠍ㑐ᢙࡓࠫ
 ᛩ⾗⽷ㇱ㐷㧔ౕ⊛ߪߦᯏ᪾ߣᑪ⸳㧕ࠆߌ߅ߦ㔛ⷐว⸘ 1Y ⾗ᛩ⸳ߩડᬺޔߪ I ߃ടߦ

⸘ߩ⸳ቛᑪߣ⾌ᶖߩᯏ᪾ࠆࠃߦ⸘ኅޔߡ 1C ャߩᯏ᪾ޔߣ 1E ߡߴߔߪࠄࠇߎ㧔ࠆߥࠄ߆

ታ⾰୯ࠆߔߣ㧕ޕ 

1 1 1Y I C E= + +       (1) 

第 i ଔᩰߩ⽷ ip วഭଥᢙ⛔⊛⋤ုߩ⽷ߩߘޔߪ iv ߘޔߦࠄߐޔߓਸ਼ࠍဋ╬⾓㊄₸wߦ

㧔1ࡊ࠶ࠕࠢࡑẢߩ⽷ߩ im+ 㧕ࠍਸ਼ߚߓ୯ߣࠆߢቯޕࠆߔᛩ⾗⽷ଔᩰ 1p ⽷⾌ᶖޔ

ଔᩰ 2p  ޕࠆࠇߐ␜ߢᑼ(3)(2)ߩᰴߪ
 1 1 1(1 )p v w m= +             (2) 

 2 2 2(1 )p v w m= +             (3) 
経済ోߩẢᚲᓧޔߡߒߣ3ࠍẢᚲᓧߩ⾂⫾₸㧔Ảᚲᓧߦභࠆᛩ⾗㗵ഀߩว㧕

ࠍ sߢޕߔ 

1p I s= 3         (4) 
ޕࠆߔቯߣࠆࠇߐ⾌ᶖߪㇱಽߥࠇߐ⾗ᛩߜ߁ߩẢᚲᓧޔߣߡߴߔߩ㊄ᚲᓧ⾓ޔߚ߹

ࠍวഀߩว⸘㗵ߩ⾗ቛᛩߣ⾌ᯏ᪾ᶖࠆභߦᶖ⾌ᡰోߡߒߘ β ࠍഭ㊂✚ޕߔߢ

Lߢޕߔ 

1 1 [ (1 ) ]p C wL sβ= + − 3      (5) 
(4)(5)ᑼޔࠄ߆ 

                                                  
2 Boyer[1988]ߪߡߟߦ࡞࠺ࡕߩ Boyer[2004b],Petit[2005]߽ߢዷ㐿ޔߚ߹ޕࠆߡࠇߐ

Boyer[1988]ߪ࡞࠺ࡕߩ 1 ㇱ㐷ޔ߇ࠆߢ࡞࠺ࡕࡠࠢࡑߩഭ↢↥ᕈ₸ߩㇱ㐷㑆ᩰᏅࠍ

߁ߥ߽ߣ 2 ㇱ㐷ߩࠄ߆࡞࠺ࡕ㔛ⷐࡓࠫ㑐ᢙߣ↢↥ᕈࡓࠫ㑐ᢙߩዉߪߡߟߦቝ

ੳ[1998]ࠍෳᾖޕߚࠇߐNaastepad[2006]ߩ࠳ࡦࠝޔߪ㔛ⷐࡓࠫ㑐ᢙߣ↢↥ᕈࠫ

Kaldorޔߚ߹ޕࠆߡߒ⸘ផࠍ㑐ᢙࡓ ߣ Thirlwall 㖧࿖ߡߒߣⓍᚑ㐳ᮨဳ⚥ߚߒว⚿ࠍ

 ޕࠆ߇(2002)⾫⯲ᮭߣJung Dong-Jin(2001)ޔߢߣߎߚߒಽᨆࠍᚑ㐳ߩ
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1 1 1 1 2 2 1( / )[(1 ) / ] [( ) / ][(1 ) / ]I C p s p Y p Y p sβ β S S β β S+ = 3 − + = + − +  

1 2 2 1( / )[(1 ) ]Y p Y p sβ S β= + − +            (6) 

ޔߢߎߎ /( )wLS = 3 3 + ޕࠆߢࠕࠚẢࠪߪ 2Y  ޕࠆߢ⸘㔛ⷐวߩ⽷⾌ᶖߪ

ု⋥⊛⛔วഭଥᢙߩૐਅ₸ߜࠊߥߔഭ↢↥ᕈ₸ 1 2,U U ޔߚ߹ޕߔߦ߁ࠃߩᰴࠍ

 ޕߔߢ'ࠍㇱ㐷㑆ᩰᏅߩ₸ᄌ化₸ࡊ࠶ࠕࠢࡑ

1 1̂vU = −            (7) 

2 2v̂U = −                      (8) 
n n

1 2(1 ) (1 )m m' = + − +          (9) 
(2)(3)ᑼࠍᄌ化₸ߦᄌ឵ޔߡߒwࠍᶖ(9)-(7)ޔߢ߃߁ߚߒᑼࠍઍߡߒᢛℂޔߣࠆߔᰴ

 ޕ㧕ߔࠍ₸ᄌ化ߩᄌᢙߩߘޔߪᄌᢙߚߒઃࠍภ⸤࠻࠶ࡂޔ㧔એਅࠆࠇ߆ዉ߇ᑼߩ

2 1 1 2ˆ ˆp p U U− = − −'     (10) 

(1)ᑼࠍᄌ化₸ߦᄌ឵ࠍ(10)(6)ޔߡߒޔߣ߁ᛩ⾗⽷ߩ㔛ⷐᚑ㐳₸ 1g  ޕࠆߥߦ߁ࠃߩᰴߪ
l n l n l

1 1 1 1 1 1 2 2 1
ˆ( ) (1 ) [(1 ) ( ) (1 ) ] (1 )g Y I C E g Y s Eδ δ δ V V U U β S β δ= + + − = − + − −' + + − + + −�

 (11) 
ޔߢߎߎ 1 1( ) /I C Yδ = +   2 2 1 1 2 2/( )Y p Y p Y pV = + ޔߪᄌᢙߚߒઃࠍࡃޔ㧔એਅࠆߢ

 ޕ㧕ߔࠍᦼ㑆ᐔဋߩᄌᢙߩߘ
วഀߩว⸘㗵ߩ⾗ቛᛩߣ⾌ᯏ᪾ᶖࠆභߦᶖ⾌ᡰోޔߚ߹ β ޔߡߺߦ⊛㐳ᦼޔ߇

߶߷ਇᄌࠆߢ႐วޔᰴޕࠆߥߦ߁ࠃߩ 
n ˆ ˆ(1 ) ( )s sβ S β W S− + = +    (12) 

ޔߢߎߎ (1 ) /[(1 ) ]s sW β S β S β= − − +  ޕࠆߢ 
ࠍഭ㊂ߩᶖ⾌⽷ㇱ㐷ޔߚ߹ 2L  ޔߣࠆߔߣ

2 2 2
ˆ ˆL Y U= −     (13) 

(12)(13)ᑼࠍઍ(11)ߡߒᑼࠍᢛℂޔߣࠆߔ 
l

1 1 2 1
ˆ ˆ ˆ (1 )g z z L z s z z z EδVU δV δW δWS δV δ+ + + − ' + −�   (14) 

ޔߢߎߎ 1/[1 (1 )]z δ V= − −  ޕࠆߢ 
 (14)ᑼޔ߇ᛩ⾗⽷ㇱ㐷ߩ㔛ⷐࡓࠫ㑐ᢙߩߎޕࠆߢ㔛ⷐࡓࠫ㑐ᢙߩߪ߈

/[(1 ) ]zδV δV δ δV= − + 0ޔߦ߆ࠄޔࠅߢ 1zδV< < δޕࠆߢ භߦ㔛ⷐోߩ⽷⾗ᛩߪ

ฝㄝ第ߩᑼ(14)ޔࠅߢวഀߩ࿖ౝ㔛ⷐࠆ 1 㗄ߪ↢↥ᕈ⋉ߩ࿖ౝಽ㈩߇ᛩ⾗⽷㔛ⷐߦ

߷ߔലᨐࠍޕߔಾ 5ޔߪ ฝߩᑼ(14)ޕࠆߢࠅㅢߩᰴߪᗧߩฦ㗄ޕࠆߥࠄ߆㗄ߩߟ

ㄝ第 2 㗄ޔߪᶖ⾌⽷ㇱ㐷ߩഭ㊂Ⴧട߇ᛩ⾗⽷㔛ⷐߦ߷ߔലᨐࠍޕߔฝㄝ第 3 㗄ߣ第 4
㗄ࠇߙࠇߘޔߪẢᚲᓧߩ₸⫾⾂ߩᄌ化ߣẢࠪߩࠕࠚᄌ化߇ᛩ⾗⽷㔛ⷐߦ߷ߔലᨐࠍ

ޕߔ第 5 㗄ࡊ࠶ࠕࠢࡑޔߪ₸ᄌ化ߩㇱ㐷㑆ᩰᏅ߇߷ߔᓇ㗀ޕࠆߢ第 6 㗄ߪᶏᄖ㔛

ⷐߩᄌ化߇ᛩ⾗⽷㔛ⷐߦ߷ߔലᨐࠍޕߔ 
ߢ୯ࠆߔଐሽߦᚲᓧಽ㈩ߩ経済ో߿♽ᡰߩ経済ోޔߪ㗄ߩߊᄙߜ߁ߩࠄࠇߎ

㔛ⷐᚑ㐳ࠆߔ↪ߢ࡞ࡌ߁ߣ経済ోޔߪ㑐ᢙࡓࠫ㔛ⷐޔߢᗧߥ߁ࠃߩߎޕࠆ

 ޕߔࠍ⚂㑐ଥߩ㑆ߩߣ₸ഭ↢↥ᕈߣ₸
 

3.2 ↢↥ᕈߩࡓࠫቯᑼ化 
೨ߢㅀޔߦ߁ࠃߚߴ㔛ⷐᚑ㐳ࠄ߆ഭ↢↥ᕈࠆ⥋ߦ経〝ޔߜࠊߥߔޔ↢↥ᕈࠫ

ߞࠃߦ⾗ᛩ⸳ޔߪㅢᏱޔߪߢᢛ⺞ߩ⸳↥↢ߩ第㧝Ბ㓏ޕࠆࠇߐ᭴ᚑߢᲑ㓏ߩߟੑߪࡓ

ޔࠅ߅ߡߞߥ⇣ߦ⊛⾰ߪߣᣢሽ⸳ޔࠅ߅ߡߒ↪ណࠍᛛⴚߥߚᣂߪᣂⷙ⸳ࠆࠇߐዉߡ
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ᔅⷐഭ㊂ࠍ⚂▵ߩน⢻ߦ߁ࠃߩߎޕࠆߔߣ↢↥⸳ߩჇടޔ߇ᔅⷐഭ㊂ߩჇട₸ࠍᒁ

ᔅⷐഭ㊂ࠆߔኻߦ㊂↥ޔߦ߁ࠃߩᰴޔߪ႐วߟᜬࠍലᨐࠆߍਅ߈ nL ᒢജᕈߩ nK ࠃ㧝ߪ

 ޕߐዊࠅ
ˆ
n n nL gK I= −     (0 1, 0)n nK I< < >      (15) 

0nI > ߥࠊⴕߪᦝᣂߩ⸳ߚ߈ዧߩኼޔ߽ߢ႐วߩࡠ߇₸ᚑ㐳↥ޔߪ↱ℂࠆߥߣ

 ޕࠆߢࠄ߆ࠆ߈ߢ⚂▵߇ᔅⷐഭޔߡߓㅢࠍ⾗ᦝᣂᛩ⸳ߩߎޔߢߩߥࠄߥ߫ࠇߌ
ᰴޔߦ第 2 Ბ㓏ߩ㓹↪⺞ᢛ(15)ޔߪߢᑼࠆࠇߐ␜ߦᔅⷐഭ㊂Ⴧട₸ࠍ೨ឭޔߡߒߦ㓹↪

㊂ߣഭᤨ㑆㊂ߩ⺞ᢛ߇ⴕޔߪߦ⊛⥸৻ޕࠆࠇࠊᱜⷙഭ⠪ߩ⸃㓹߇ᐲ⊛ߦ࿎㔍ޔࠅߢ

↥㊂ᷫ߇ዋ߽ߡߒ㓹↪㊂ᷫߩዋ߇ዊߐ႐วޔߪડᬺߪណ↪߽ߦᘕ㊀ޔࠅߢ↥㊂߇

Ⴧട߽ߡߒ㓹↪㊂ߩჇടߪዊߥ߁ࠃߩߎޕߐ႐วޔ↥㊂ߦኻࠆߔታ㓙ߩ㓹↪㊂ Lߩᒢ

ജᕈK(15)ޔߪᑼࠆߌ߅ߦᒢജᕈ nK  ޕࠆߥߊߐዊ߽ࠅࠃ

L̂ gK I= −     (0 1, / / )n n nK K K I K I< < < =     (16) 

ޔߢߎߎ nn IKIK // = ᄌ化ᛥലࠆࠃߦᐲߪ႐วߩࡠ߇₸㓹↪ᄌ化ޔߪ↱ℂࠆߥߣ

ᨐ߽ޕࠆߢࠄ߆ࠆߢࡠ 
ഭ↢↥ᕈ₸ࠍ U ޔߣࠆߔߣ ˆg LU = − ഭ↢↥ᕈޔߣ߁ࠍᑼ(16)ޔࠄ߆ࠆߢ 

₸ߣ↥ᚑ㐳₸ߩߣ㑐ଥޔߪᰴޕࠆߥߦ߁ࠃߩ 
 

(1 )gU K I= − +     (0 1 1, 0)K I< − < >     (17)  
 
ߪ߈ߩ㑐ᢙࡓࠫᕈ↥↢ޕࠆߢޠ㑐ᢙࡓࠫᕈ↥↢ޟ߇ࠇߎ (1 )K− 㔛ޕࠆߢ

ⷐࡠࠢࡑޔߪߡ߅ߦࡓࠫ経済♽ߣ⾓㊄ᐲ߇大ߥ߈ᓎഀࠍᨐߦߩߚߡߒߚኻޔߒ

↢↥ᕈߪߡ߅ߦࡓࠫ↢↥⸳ߩ⾰⊛ᄌ化ߔࠄߚ߽߇ഭ▵⚂ലᨐޔߣ↥㊂ߩᄌേ

ᴺᐲࠆࠊ㑐ߦ㓹↪㓚ޔߪߦ⊛ౕޕࠆߢ㊀ⷐ߇ᐲ⻉ࠆߔᛥࠍ㓹↪ᄌേߚߓᔕߦ

ಾ߿߈ߩ㑐ᢙࡓࠫᕈ↥↢߇ߤߥജ⸒⊑ߩഭ⚵วࠆߌ߅ߦഭᷤޔഭදቯ߿

 ޕߔ߷ࠍᓇ㗀ߦߐ߈大ߩ 
 

4. ⚥Ⓧ⊛࿃ᨐㅪ㑐ߩផ⸘ 
 
4.1. 㔛ⷐߩࡓࠫផ⸘ 
 એਅޔߪߢᶖ⾌ޔᛩ⾗ޔャ㔛ⷐࠅࠃߩታ⊛ߥቯࠍ೨ឭޔߡߒߣ㖧࿖ߩ㔛ⷐࠫ

ߪߩࠆߔ⸘ផߢએਅߒߛߚޕࠆߔ⸘ផࠍ㑐ᢙࡓ 10 年㑆ߩᦼ㑆ᐔဋ୯ߦߊߣޕࠆߢᛩ⾗㔛

ⷐߪߤߥ᥊᳇ᓴⅣߦᔕߡߓ大ߊ߈ᄌേޔߢߩࠆߔ㔛ⷐࡓࠫ㑐ᢙߪ⍴ᦼ⊛ߥᓴⅣ⊛ᄌേ

 ޕࠆߔ⽎ᝥߪᓴⅣ⊛ᄌേߥ߁ࠃߩߎޕ߁ߥ߽ߣࠍ
(14)ᑼߩฝㄝߩ第 1 㗄ߩ 1U 第ޔߒ␜ࠍ߈ߩ㑐ᢙࡓࠫ㔛ⷐޔ߇ଥᢙߩ 2 㗄એਅ߇ಾ

ᬌࠍὐߩએਅߦࠄߐޔߪߦࠆߔቯ⏕ࠍ⟎ߩ㑐ᢙࡓࠫ㔛ⷐޔ߇ࠆ߃ߺߦ߁ࠃߔ␜ࠍ 

第ߩฝㄝޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ⸛ 2 㗄એਅߩ࠲ࡔࡄߩਛޔߪߦഭ↢↥ᕈᄌ化ߣଔᩰ

ᄌ化ߦᔕࠆߔน⢻ᕈ߆ߟߊ߇ߩ߽ߟ߽ࠍ߹ޔߡߞ߇ߚߒޕࠆߢࠄ߆ࠆߡࠇฝㄝ

ߩ㑐ᢙࡓࠫ㔛ⷐޔࠍࠇߘޔߒߦ߆ࠄࠍ⒟ᐲߩᓇ㗀ߩଔᩰᄌ化ࠆߔኻߦ࠲ࡔࡄߩ

ߦ߈ᤋޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ㖧࿖ޔߡߟߦᶖ⾌㔛ⷐޔᛩ⾗㔛ⷐޔャ㔛ⷐߦ㑐ࠆߔ

 ޕ߁ࠃߒ⸛ᬌࠍᓇ㗀ߩଔᩰᄌ化ࠆߔኻߦ࠲ࡔࡄ
 
4.1.1. ଔᩰᄌ化ߩᓇ㗀 
ᶖ⾌ᡰޔߪ࠲ࡔࡄࠆߥߣ㗴ޔߡߒ㑐ߦᓇ㗀ߩଔᩰᄌ化ࠆߔኻߦᶖ⾌㔛ⷐޔߕ߹

ోߦභࠆᯏ᪾ᶖ⾌ߣቛᛩ⾗ߩว⸘㗵ഀߩว β ⠴ਭ⽷ᶖ⾌+ቛᛩ)ޔߦታ㓙ޕࠆߢ

⾗)/ኅ⸘นಣಽᚲᓧߩ୯ޔߣࠆߔ▚⸘ࠍ࿑ 2 1980ޔߦ߁ࠃߔ␜ߦ 年ߩ⚂ ࠄ߆10% 1990 年
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⚂ߩ ߢ߹20% β ߡߒ␜ࠍᓴⅣ⊛ᄌേߡ߃ᶖߪ࠼ࡦ࠻ߪએᓟࠇߘޔ߇ߚߒᕆߪ

1980ޔߪᕆߩߎޕࠆ 年ઍᓟඨࠆߌ߅ߦ㜞ታ⾰⾓㊄ޔߡߞࠃߦ⠴ਭᶖ⾌⽷ߦኻߔ

1980ޔߡߒߣਥޔ߇ࠆ߽ߢࠄ߆ߚߒჇട߇㔛ⷐࠆ 年ઍᓟඨߩቛᛩ⾗ߩჇടޕࠆࠃߦ 
ޔߡߞ߇ߚߒ β ߥ߇࠼ࡦ࠻ߩ 1990 年ઍ3.1ޔߪߡߟߦ ࠍᑼ(14)ߚߒ␜ߢ▵

βޔ߇ࠆ߈ߢ߇ߣߎ߁ⴕࠍ⸘ផߡߞ ߚߒᄌ化ߊ߈大߇ 1980 年ઍޔߪߡߟߦᰴ(14)ߩ'ᑼߦ

1980ޕࠆߥߣ⸘ផࠆࠃ 年ઍޔߪߡߟߦ ŝ = ޔ0.65%- Ŝ = ޔࠅߢ0.32%- sߣS ਇ߷߶߇

ᄌ3.1ޔߚࠆߢ  ޕࠆࠊᄌߦᑼ'(12)ߩᰴޔߪᑼ(12)ߚߒ␜ߢ▵
n ˆ(1 )sβ S β Nβ− + =    (12)' 

ޔߢߎߎ (1 ) /[ (1 ) ]s s sN S β S S β= − + −  ޕࠆߢ 
(12)'ᑼ(13)ߣᑼࠍઍ(11)ߡߒᑼࠍᢛℂޔߣࠆߔ 

l
1 1 2 1

ˆˆ (1 )g z z L z z z EδVU δV δNβ δV δ+ + − ' + −�   (14)' 
第ߩฝㄝߩᑼ'(14)ߩߎ 3 㗄࠼ࠜࡈޔߪਥ⟵⊛ᶖ⾌᭽ᑼߩ᥉߁ߣᶖ⾌ߩ᭴ㅧᄌ化߇

ᛩ⾗⽷㔛ⷐߦ߷ߔലᨐࠍޕߔ 
 
 

࿑ 2 ኅ⸘นಣಽᚲᓧߦභࠆ⠴ਭ⽷ᶖ⾌ߣቛᛩ⾗ߩߣว⸘㗵ഀߩวߩផ⒖ 

0.0͖
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Ն

 
ᚲ: 㖧࿖㌁ⴕޡ࿖᳃ᚲᓧൊቯޕ▚⸘ࠄ߆ޢ 

 
 
ᰴޔߦẢᚲᓧߩ₸⫾⾂ߩᄌ化 ŝߣᛩ⾗⽷ଔᩰᄌ化ߩߣ㑐ଥߡߟߦᬌ⸛ޕ߁ࠃߒ㖧࿖ߦ

 ޕߚߒ⸘ផࠍᛩ⾗㑐ᢙߥ߁ࠃߩᰴޔߡߟ

0 1 2 3 1Kg b b b r b pT= + + +           (18) 

ⵍ⺑ᄌᢙߪ㕖ቛ࿕ቯ⾗ᧄࠬߩࠢ࠶࠻Ⴧട₸ Kg 㧔ฬ⋡ᛩ⾗㗵 1p I ࠢ࠶࠻ฬ⋡⾗ᧄࠬࠍ

㗵Kߢ㒰ߩ߽ߚߒ㧕ޔࠅߢ⺑ᄌᢙޔߪㅧᬺ⸳Ⓙ₸T ₸㕖ᐭో↥ᬺㇱ㐷Ảޔ

/r K= 3 ଔᩰᜰᢙߩᛩ⾗⽷㧔㕖ቛ࿕ቯ⾗ᧄ㧕ޔ 1p 1975ޕ3ࠆߢ 年ࠄ߆ 2000 年ߩ㖧࿖

ߪᢙ୯ߩ㧔ᒐౝࠆߢࠅㅢߩ⸤ਅߪផ⸘⚿ᨐࠆߔ㑐ߦ t ୯ࠆߢ㧕ޕ 

Kg 10.006 0.213 0.248 0.115r pT= + + −     R 2 907.0=     (19) 
 (0.12)   (5.40)   (2.02)  (-4.91) 

⾗ᛩޔߡߒ߷ࠍᓇ㗀ߩࠬࡊߦ⾗ᛩߪߩ₸Ảߣ₸Ⓙޔߣࠆࠃߦផ⸘⚿ᨐߩߎ

                                                  
3 ㅧᬺⒿ₸ߪ⛔⸘ᐡߩㅧᬺⒿ₸ࠍ࠲࠺↪ޕߚߒ 㕖ᐭో↥ᬺㇱ㐷ߩẢ₸ߪ

Pyo, Hak-Gil(2003)ߩ⾗ᧄࠬߣ࠲࠺ࠢ࠶࠻㖧࿖㌁ⴕޡ࿖᳃ᚲᓧൊቯࠄ߆࠲࠺ߩޢ▚ߒ

 ޕߚ᳞ࠄ߆ޢ࿖᳃ᚲᓧൊቯޡߪᛩ⾗⽷ଔᩰᜰᢙޕߚ
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⽷ଔᩰߩߪᛩ⾗ߩࠬ࠽ࠗࡑߦᓇ㗀ࠍ߷ޕࠆߡߒ 2 ޔ႐วߩ㖧࿖ޔߦ߁ࠃߚߢ

回ࠍ₸ഭ↢↥ᕈޔߢਛߥࠅ߹ߪᏅߩ₸ㇱ㐷㑆ഭ↢↥ᕈ߽ߣᦼᤨߩߟੑ

ޕࠆߡߒ進ⴕ߇ࡈࡦࠗߩߢ₸ߒ╬ߦᏅߩ୯ߩߟੑߩߎޔߡߞࠃߦ₸ฬ⋡⾓㊄ࠆ

ޔߦߚࠆߢ୯ߥߐᲧセ⊛ዊޔߣ0.115ߪផቯ୯ߩଥᢙߩᛩ⾗⽷ଔᩰᜰᢙߩᑼ(19)ޔߒ߆ߒ

ᛩ⾗⽷ߩଔᩰᄌ化ߩ࠲ࡔࡄࠆࠃߦᄌേߪዊߣߐ⠨ޕࠆࠇࠄ߃ 
ᦨᓟޔߦャ㔛ⷐߦኻࠆߔଔᩰᄌ化ߩᓇ㗀ࠍޕ߁ࠃャ㔛ⷐߩታ⾰ᚑ㐳₸ 1Ê ߩᰴޔߪ

ᑼޔߦ߁ࠃߔ␜ߦ⋧ኻଔᩰ㧔㖧࿖ຠ࡞࠼ߩᑪߡଔᩰ 1pH ࿖㓙ଔᩰߣ wp ₸ᄌ化ߩᲧ㧕ߩߣ

િ߮₸Ŵߩ࿖㓙Ꮢ႐ⷙᮨޔߣ ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆߔଐሽߦ 1 2,a a ଔᩰᒢߩャ㔛ⷐࠇߙࠇߘߪ

ജᕈߣᚲᓧᒢജᕈߔ␜ࠍቯᢙޔH  ޕࠆߢ࠻ὑᦧߪ
n

1 1 1 2 1 1 2
ˆ ˆ ˆˆˆ ˆ( / ) ( )w wE a p p a W a p p a WH H= + = − − +        (20) 

ታ㓙ޔߦャຠోߩャࠍ࠲ࡈ࠺ 1p IMF, IFSޔ ࠍᎿᬺ࿖ャଔᩰᜰᢙߩ wp ߣ

ޔߡߒ 1ˆˆ ˆwp pH− − 10ޔߣࠆߔ▚⸘ࠍ 年㑆ߩᐔဋ୯1981ޔߣࠆߔ▚⸘ࠍ㨪1990 年ޔ0.6%-ߪߢ

1991㨪2000 年ߪߢ 1997ޕߚߞߢ6.0% 年ߩㅢ⽻ෂᯏએ㒠ߩ࠻ࡦࠜ࠙ߩૐਅߞࠃߦ

߇ᄌ化ߥ߈大ߩኻଔᩰ⋦ޔߡ 1990 年ઍޕࠆߡߓ↢ߦ 
⋧ኻଔᩰᄌ化߇ήⷞߥ߈ߢ大ߩߐ߈႐ว(20)ޔᑼߪᰴޕࠆߥߦ߁ࠃߩ 

n
1 1 1 1 1 2 0 1 1
ˆ ˆ ˆˆˆ ˆ[ (1 )]wE a p m w a a W E aH U U= − − + + + + = +    㧔21㧕 

ޔߢߎߎ n
0 1 1 2
ˆ ˆˆˆ ˆ[ (1 )]wE a p m w a WH= − − + + +  

(21)ᑼ(14)ࠍᑼߦઍޔߣࠆߔ 

1 1 1 2 0
ˆ ˆˆ ˆ[ (1 )] (1 )g z za z L z s z z z EδV δ U δV δW δWS δV δ+ − + + + − ' + −�   㧔22㧕 

1990ޔߚ߹ 年 1 ྾ඨᦼࠄ߆ 2000 年 4 ྾ඨᦼࠍ࠲࠺ߩߚߞ回Ꮻಽᨆޔࠅࠃߦャ㔛

ⷐߩଔᩰᒢജᕈ 1a ᚲᓧᒢജᕈߣ 2a ޔߣࠆ᳞ࠍ 1a = 0.229, 2a = 3.696 ᨐ⚿ߩߎޕ4ࠆߢ

ޔ႐วߩᛩ⾗⽷ャޔࠅ߹ߟޕ߈大ࠅࠃଔᩰᒢജᕈ߇ᚲᓧᒢജᕈߩᛩ⾗⽷ャޔߣࠆࠃߦ

ャଔᩰ߽ࠅࠃᶏᄖ㔛ⷐߩᄌ化ߦ大ߊ߈ଐሽߥ߁ࠃߩߎޕ5ࠆߡߒ 1990 年ઍߩャଔᩰ

ᄌ化ߩᓇ㗀ࠍಽ㔌ߚߒ㔛ⷐࡓࠫ㑐ᢙߪ 3  ޕࠆߡࠇߐ␜ߦ
 
4.1.2. 㔛ⷐߩࡓࠫផ⸘⚿ᨐ 
 3 1980ޔߣࠆߔಽ㔌ࠍᓇ㗀ߩャଔᩰᄌ化ޕࠆߢផ⸘⚿ᨐߩ㑐ᢙࡓࠫ㔛ⷐߪ 年

ઍࠍߣᲧ1990ޔߣࠆߴ 年ઍޔߪߦ㔛ⷐߩࡓࠫߤࠎߣ߶ߪ߈ᄌ化ޔߕߖಾ ࠅߥ߆ߪ

ዊߩߘޕߚߞߥߊߐ⚿ᨐޔ㔛ⷐࡓࠫ㑐ᢙߪᏀᣇะ1990ޔࠅ߹ߟޕߚߒ࠻ࡈࠪߦ 年ઍߦ

ࡓࠫ㔛ⷐޔߕߖᄌ化ࠅ߹ߪലᨐߔ߷ߦᛩ⾗⽷㔛ⷐ߇࿖ౝಽ㈩ߩ⋊ᕈ↥↢ޔߪ

 ޕߚߞߥߊߐዊߪ୯ߚߒว✚ࠍലᨐߩߟࠆߔቯࠍ⟎ߩ ಾߩ

ޔߣࠆߔ⺑ߡߌಽߦᲑ㓏ߩߟੑࠆ⥋ߦ㔛ⷐᚑ㐳ࠄ߆ഭ↢↥ᕈࠍᄌ化ߥ߁ࠃߩߎ

ᰴߩㅢޔߕ߹ޕࠆߢࠅᚲᓧಽ㈩ߩᲑ㓏1980ޔߪߢ 年ઍߪਥߡߒߣ⾓㊄1990ޔߡߒߣ

                                                  
4 1p ޔࠍャ‛ଔᜰᢙߪ wp ߪ IMF, IFS WޔࠍᎿᬺ࿖ャଔᩰᜰᢙߩ IMF, IFS ߪ Ꮏᬺߩ

࿖ታ⾰ャჇട₸ࠍ1990ޕߚߞ 年 1 ྾ඨᦼࠄ߆ 2000 年 4 ྾ඨᦼߩផ⸘⚿ᨐߪᰴߩㅢࠅ

 ޕࠆߢ

1 1
ˆ ˆˆˆ ˆ0.229( ) 3.696wE p p WH= − − +  R 2 633.0=  
  (1.949)             (8.102) 
5 ৻⥸ᯏ᪾ㇱ㐷ߩャଔᩰᄌ化ߩઁߪㅧᬺㇱ㐷ߣᲧߡߴᲧセ⊛ቯ⊛ޔߢὑᦧ࠻ᄌേ

ߩ྾ಽߩㅧᬺㇱ㐷ߩઁ߽₸ォᇾߩャଔᩰ߳ߩ 1 ┹ߒỗߩャᏒ႐ߪࠇߎޕࠆߢ

ߪߊߒޕࠆߢࠄ߆ࠆߔㅊ᳞ࠍ⇛ᚢࠆߔ㊀ⷞࠍࠕࠚᏒ႐߽ࠪࠅࠃẢߦߚߩ Lee 
Jin-Myun(2006)ෳᾖޕ 
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年ઍߪẢߡߒߣಽ㈩1980ޕߚࠇߐ 年ઍߩೋߢ߹ᒝᮭ⊛ߦᛥߚࠇߐ⾓㊄ߪ 1986
年ࠄ߆ 1989 年߹ߩߢ᥊᳇ᅢᴫ(3ޟ ૐᅢᴫߣ(ޠ 1987 年ޟߩഭ⠪大㑵ߡߞࠃߦޠ大߈

₸年ߪ₸ታ⾰⾓㊄ߩᬺ↥㕖ㄘᬺో)ߚߒߊ 年)ߚߒૐਅߪࠕࠚẢࠪޔ㕙ޕ(7.2%

1990ޔߒ߆ߒޕ(0.32%-₸ 年ઍߪߦታ⾰⾓㊄₸㧔㕖ㄘᬺో↥ᬺ㧕ߪ大ߊ߈ૐਅߚߒ(年

₸ ₸年ߪࠕࠚẢࠪޔᣇ৻ޕ(5.2% ߪߣߎߩߎޕߚߒߢ1.3% 1990 年ઍޟߩẢࠪࠚ

 ޕ�ࠆߡࠇߐߡߞࠃߦߣߎࠆߢ୯ߩᱜ߇ޠലᨐߩᄌ化ࠕ

 

 

 3 㔛ⷐࡓࠫ㑐ᢙߩផ⸘⚿ᨐ 

 1980-1990 年 1990-2000 年 

1zδVU : ↢↥ᕈ⋉ߩ࿖ౝಽ㈩ߩലᨐ 0.76 0.63 

2
ˆz LδV : 㓹↪㊂ᄌ化ߩലᨐ 0.95% 0.35% 

ˆz sδW : ⾂⫾₸ᄌ化ߩലᨐ (-0.42%) -1.89% 

ˆzδWS : Ảࠪࠕࠚᄌ化ߩലᨐ (-0.21%) 0.67% 
ˆzδNβ : ᶖ⾌᭽ᑼᄌ化ߩലᨐ 1.46%  

zδV− ' ㇱ㐷㑆ߩ₸ᄌ化₸ࡊ࠶ࠕࠢࡑ :

ᩰᏅߩലᨐ 
0.85% 1.02% 

l
1(1 )z Eδ− : ャ㔛ⷐᄌ化ߩലᨐ 3.92% 6.22%(1.81%) 

㔛ⷐࡓࠫ㑐ᢙ 0.76 1U +7.18% 0.63 1U +6.37% 

ャଔᩰᄌ化ߩᓇ㗀ࠍಽ㔌ߚߒ㔛ⷐ 

㑐ᢙ  0.71ࡓࠫ 1U +1.96% 

ᵈ㧦 2
ˆ, , ,Lδ V β ߪ 2 ߪ'ޕߚߒ▚⸘ࠄ߆ㅪ㑐ᬺ↥ߚߒタ⸤ߦᵈߩ 2 ㇱ㐷ഭ↢↥ᕈߩタ⸤ߦ

₸ߣଔᩰᄌ化₸ޕߚߒ▚⸘ࠄ߆ 1
ˆˆ ˆ, ,s ES ⛔ຠ⋡ャޡ㑐⒢ᐡ߮ࠃ߅ޢ࿖᳃ᚲᓧൊቯޡ㖧࿖㌁ⴕޔߪ

ޔࠄ߆ޢ⸘ 1, ,s ES ߩߘߦࠄߐޔߒ▚⸘ࠍ࠲࠺年ᰴߩ 5 年㑆⒖േᐔဋࠅࠃߦߣߎࠆߣࠍᓴⅣ⊛ᄌ化ࠍ㒰

ߚߒޔߢᄌ化₸ޕߚߒ▚⸘ࠍ ,s S ᓇ㗀ߩャଔᩰᄌ化ߪᒐౝޕߚߒ↪ࠍ࠲࠺ߩᴺੱડᬺㇱ㐷ߪ

 ޕࠆߢലᨐߩャ㔛ⷐᄌ化ߚߒಽ㔌ࠍ

 

 

ᰴޔߦಽ㈩ߚࠇߐᚲᓧߩᡰᲑ㓏1980ޔߪߢ 年ઍ࠼ࠜࡈޔߪߡ߅ߦਥ⟵⊛ᶖ⾌᭽ᑼ

ߡߒߣਥޔߪߣߎߩߎޕߚ߃ᡰࠍᛩ⾗⽷㔛ⷐᚑ㐳ޔ߇᥉ߩ 1980 年ઍߩ㜞ታ⾰⾓㊄

1980ޕࠆߡࠇߐ␜ߦޠലᨐߩᶖ⾌᭽ᑼᄌ化ޟޔߢߣߎࠆࠃߦ 年ઍߣᲧ1990ޔߣࠆߴ 年ઍ

⸳ޕߚߒዋᷫߊ߈大ߪ⾗ᛩޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦߚߒォߦࠄ߆ૐਅ߇ࠕࠚẢࠪߪߦ

ᛩ⾗₸ߪ 1980 年ઍߩ ࠄ߆12.3% 1990 年ઍߩ ߪޠലᨐߩᄌ化₸⫾⾂ޟޕߚߒዋᷫߣ8.7%߳

1990 年ઍߪߦ大ߩࠬ࠽ࠗࡑߥ߈୯ޔߡߒߘޕࠆߡߞߥߣᶖ⾌⽷ㇱ㐷ߩ㓹↪Ⴧട₸ᷫߩዋ

(1980 年ઍߩ ࠄ߆1.3% 1990 年ઍߩ ߩ⽷⾗ᛩ߇㓹↪Ⴧടߩᶖ⾌⽷ㇱ㐷ޔߡߞࠃߦ(0.6%߳

㔛ⷐߦ߷ߔലᨐᷫߪዋޕߚߒ৻ᣇ1990ޔ 年ઍࡊ࠶ࠕࠢࡑߪߦ₸ᄌ化₸ߩㇱ㐷㑆ᩰᏅߩ

ലᨐ߇ዋߒ大ߪࠇߎޕߚߞߥߊ߈ਥߡߒߣ 1990 年ઍߪߦᛩ⾗⽷ߩଔᩰ₸߇ᶖ⾌⽷ߘߩ

ᓇ㗀ߩࠬࡊߡߒኻߦታ⾰㔛ⷐߩ⽷⾗ᛩ߇ࠇߎޔᨐ⚿ߩߘޕࠆߢࠄ߆ߚߞ߆ߐዊࠅࠃࠇ

 ޕߚߒ߷ࠍ

                                                  
6 Ảࠪߩࠕࠚᦼ㑆ᐔဋߪ 1980年ઍߩ ࠄ߆40.5% 1990年ઍߩ ޔᣇ৻ޕߚߒߣ41.9%߳

ഭಽ㈩₸ߪ 1980 年ઍߦ߆߿✭ߪߦ1990ޔ߇ߚߒ 年ઍߦޔߡߞ߇㊰化1997ޔߒ
年એᓟߪਅ⪭ߦォޕߚߓ 
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1990ޔߚ߹ 年ઍߦޔߡߞャ㔛ⷐᄌ化ߩലᨐߪ 1980 年ઍߣᲧߡߴ大1990ޕߚߞߥߊ߈
年ઍߩᛩ⾗⽷ߩャჇട₸ߪ ߢ16.6% 1980 年ઍߩ ✚ޔߊߥߪߢߌߛ߈大ߡߴᲧߦ15.8%

ャߦභࠆᛩ⾗⽷ャഀߩว߽ 1980年ઍߩ ࠄ߆34.2% 1990年ઍ49.4%߳ߪߦჇടޕߚߒ

ャࠆࠃߦૐਅߩኻଔᩰ⋦ޔߒ߆ߒޕ7ࠆߡࠇߐߦჇ大ߩޠലᨐߩャ㔛ⷐᄌ化ޟߪࠇߎ

㔛ⷐߩჇടലᨐࠍಽ㔌ޔߣࠆߔャ㔛ⷐᄌ化ߩലᨐߪ 1980 年ઍߩ ࠄ߆�3.92 1990 年ઍ

ߩ 1990ޕߚߒዋᷫߣ1.81�߳ 年ઍߪߦ㖧࿖ຠ࡞࠼ߩᑪߡଔᩰߣ࿖㓙ଔᩰߩᲧ₸

㧔 1/wp pH � 㧕߇ 1980 年ઍߣᲧߡߴჇടߥ߁ࠃߩߎޕߚߒ㖧࿖ຠߩ⋧ኻଔᩰߩૐਅࠃߦ

 ޕࠆ߃ਈࠍᓇ㗀ߦ߈ޔߊߥߪߢߐ߈大ߩ ಾߩ㑐ᢙࡓࠫ㔛ⷐޔߪჇടߩャ㔛ⷐࠆ

 ⷐ1980ޔߦࠆߔ 年ઍߣᲧ1990ޔߡߴ 年ઍߪߦ㔛ⷐߩࡓࠫࠅ߹ߪ߈ᄌ化ߞ߆ߥߒ

㓹↪㊂ᄌ化ޟߣޠലᨐߩᄌ化₸⫾⾂ޟޔߡߒߣਥߪࠇߎޕߚߞߥߊߐዊࠅߥ߆ߪ ಾޔ߇ߚ

ߔ࿃ߦዋᷫߩޠലᨐߩャ㔛ⷐᄌ化ޟߚߒಽ㔌ࠍᓇ㗀ߩャଔᩰᄌ化ߣዋᷫߩޠലᨐߩ

ߡߞࠃߦ࠻ࡈࠪߩᏀᣇะ߳ߩ㑐ᢙࡓࠫ㔛ⷐߪߡ߅ߦ࿑㧟ߪࠇߎޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ

 ޕࠆߡࠇߐ
  
4.2. ↢↥ᕈߩࡓࠫផ⸘߮ࠃ߅⚿ᨐ 
 ↢↥ᕈߦߊߣޔߪࡓࠫ↢↥⸳ߩ⾰⊛ᄌ化ߔࠄߚ߽߇ഭ▵⚂ലᨐ߁ߣᛛⴚ⊛ⷐ

࿃ޔߣ↥㊂ߩᄌേߦᔕߚߓ㓹↪ᄌേࠍᛥࠆߔ⻉ᐲ߁ߣᐲ⊛ⷐ࿃ߡߞࠃߦⷙቯߐ

⠨ኤࠍⓍ⊛࿃ᨐㅪ㑐⚥ߩ㑆ߩߣᕈ↥↢ߣ㔛ⷐᚑ㐳ࠆߔ㑐ߦ⽷⾗ᛩޔߪߢᧄ論ᢥޕࠆࠇ

↥↢ޔߡߒ㑐ߦᬺ↥ᯏ᪾ޔߪߢએਅޕࠆߥߣ㗴߇േᘒߩᛩ⾗⽷↢↥ㇱ㐷ޔߢߩࠆߡߒ

ᕈࡓࠫ㑐ᢙࠍផቯޕ߁ࠃߒ৻⥸ᯏ᪾ޔ㔚᳇㔚ሶᯏེޔャㅍⵝߩ 3 ࠲࠺年ᰴߩᬺ↥

ޔ߇ᨐ⚿ߚߞⴕࠍ回Ꮻಽᨆߡߒ࡞ࡊࠍ 4  ޕࠆߡࠇߐ␜ߦ
 

 

 4 ↢↥ᕈࡓࠫ㑐ᢙߩផ⸘⚿ᨐ 

 1981-1990 年 1991-2000 年 
ቯᢙ㗄 0.006(0.28) 0.036(2.75) 
㔛ⷐᚑ㐳₸ߩଥᢙ 0.578(8.63) 0.596(10.14) 
⥄↱ᐲୃᱜ済ߺቯଥᢙ 0.717 0.797 

ᵈ㧦 ⵍ⺑ᄌᢙߪഭ↢↥ᕈ㧔↥ᬺታ⾰↥㗵¸↥ᬺዞᬺ⠪ᢙ㧕ߩ₸ޕࠆߢᒐౝߩᢙ୯ߪ t
୯ޕࠆߢ 

ᚲ㧦 ⛔⸘ᐡޡ㋶Ꮏᬺ⛔⸘⺞ᩏႎ๔ᦠࠍޢ↪ޔߡߒᯏ᪾ㅧᬺޔ㔚᳇߮ࠃ߅㔚ሶᯏེㅧᬺޔャㅍⵝ

ㅧᬺߩਃߩᬺ↥ߩߟ年ᰴߡߒ࡞ࡊࠍ࠲࠺回Ꮻಽᨆࠍⴕޕߚߞ 

 

 

 1980 年ઍߣᲧ1990ޔߡߴ 年ઍߪߦ㔛ⷐᚑ㐳₸ߩଥᢙߜࠊߥߔ↢↥ᕈߩࡓࠫߪ߈⧯

ᐓ大ޔࠅߥߊ߈ቯᢙ㗄ࠆࠇߐ␜ߢಾ ࠅߥ߆ߪ大1990ޔࠅ߹ߟޕߚߞߥߊ߈ 年ઍߪߦ↢↥

ᕈࡓࠫ㑐ᢙߪᣇ߳ޔߒ࠻ࡈࠪߣᛩ⾗⽷ㇱ㐷ߩ㔛ⷐჇട߇↢↥ᕈߦ߷ߔലᨐ߇大߈

 ޕߚߞߥߊ

ޔߣࠆߔ⺑ߡߌಽߢᲑ㓏ߩߟੑࠆ⥋ߦഭ↢↥ᕈࠄ߆㔛ⷐᚑ㐳ࠍᄌ化ߥ߁ࠃߩߎ 

ᰴߩㅢޔߕ߹ޕࠆߢࠅ↢↥⸳ߩ⺞ᢛᲑ㓏1990ޔߪߦ 年ઍߩᛩ⾗⽷↥ᬺߩⒿ₸ߪ 1980
年ઍߣᲧߦ⊛⥸ోߡߴ㜞᳓Ḱࠍ⛽ᜬޕࠆߡߒㅧᬺోߩᐔဋⒿ₸(2000 年ࠍ 100

                                                  
7 ታ⾰✚ャ(ోຠ)ߩ年ᐔဋჇട₸ߪ 1980 年ઍߩ ࠄ߆10.3% 1990 年ઍߩ ߶ߣ19.5%߳

߷ੑߥ߁ࠃߩߎޕߚߞߥߦ 1990 年ઍߩ㜞ャჇട₸ߪャ⽷ߩ㜞ഭ↢↥ᕈߦ࿃

1980ޔߣࠆࠃߦ(2003)ቡቝੳޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆߔ 年ઍߪߦャ⽷ߣ࿖ౝ⽷ߩഭ↢

↥ᕈ₸߇߶߷ห1990ޔ߇ߚߞߢߓ 年ઍߪߦャ⽷ߩഭ↢↥ᕈ₸(ᐔဋ 13.7%)
ᐔဋ)ࠇߘߩ⽷࿖ౝ߇ 1990ޔߣࠆࠃߦࠇߎޕߚߞߥߣએੑߩ(5.1% 年ઍߪߦャਥዉᚑ

㐳ߣߞ߽߇ᒝ化ޕࠆ߃⸒ߣߚࠇߐ 
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߇(ᜰᢙߚߒߣ 1980 年ઍߩ 95.2 ࠄ߆ 1990 年ઍߩ 99.6 ߪ႐วߩᬺ↥⽷⾗ᛩޔ߇ߚߒߦ

1980 年ઍߩ 79.0 ࠄ߆ 1990 年ઍߩ 95.2 1995ޔߚ߹ޕߚߒߊ߈大ߦ 年ࠄ߆ 2001 年߹

ߒჇടߦᕆỗ߇(₸Ყߩ↥⾗ᒻ࿕ቯࠅߚᓥᬺຬ৻ੱᒰ)₸ഭⵝߩᛩ⾗⽷↥ᬺㇱ㐷ߩߢ

ផࠄ߆ߣߎߩ⸤ޔ߇ߥߪ⸘⛔ࠆߔ㑐ߦ₸⾗ᛩ⸳ߩᛩ⾗⽷↥ᬺㇱ㐷ޕ(ઃ࿑㧝ෳᾖ) ߚ

1990ޔߣࠆߔ᷹ 年ઍߦ経済ోߩ⸳ᛩ⾗₸ᷫ߇ዋޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦߚߒᛩ⾗⽷↥ᬺߩ႐

วߪჇടߣߎߚߒᕁߩߎޕ�ࠆࠇࠊᛩ⾗⽷ㇱ㐷ࠆߌ߅ߦᵴ⊒ߥ⸳ᛩ⾗ޔ߇↢↥ᕈࡓࠫ

 ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚߒࠄߚ߽ࠍჇടߩ ಾߩ

 ᰴޔߦ㓹↪⺞ᢛߩᲑ㓏ࠍޕ߁ࠃ㓹↪ߩᒢജᕈޔߪ㧝ࠄ߆㔛ⷐᚑ㐳₸ߩଥᢙߩ୯ߓᷫࠍ

ߪ㓹↪ᒢജᕈޔࠄ߆ߒ╬ߦ୯ߚ 1980 年ઍߩ 0.42 ࠄ߆ 1990 年ઍߩ 0.40 ޕߚߒૐਅ߿߿ߦ

回Ꮻಽᨆߦߚߞᯏ᪾ㅧㇱ㐷㧟↥ᬺߩන⚐ᐔဋߢ1980ޔߣࠆ 年ઍߩ↥ᚑ㐳₸ߪ

1990ޔࠅߢ25.3% 年ઍߪࠇߘߩ ߡߒߘޕࠆߢ15.3% 1980 年ઍߩ㓹↪ᚑ㐳₸ߪ ߢ8.4%

1990ޔࠅ 年ઍߪࠇߘߩ 1990ޕ�ࠆߢ1.6% 年ઍߪ 1970 年ઍߩඨ߫એᓟዉߚࠇߐ大㊂

↢↥ᣇᑼߩല₸ᕈߦߛߒ߇ૐਅᤨࠆߔᦼߚ߹ޔࠅߢ 1987 年એᓟߩ㜞ታ⾰⾓㊄ߩ

1990ޔᨐ⚿ߩߘޕߚߒផ進ߦ⊛Ⓧᭂࠍዉߩᯏ᪾⸳ߩߚࠆߔઍᦧࠍഭߪડᬺޔߦߚ
年ઍߥ⊛⥸ోߩਇᴫߩਛޔߢ↥ᚑ㐳₸߇大ᷫߊ߈ዋޔ߇ߚߒ㓹↪ᚑ㐳₸߽߹ߚ大ᷫߊ߈

ዋޔࠄ߆10ߚߒ↢↥ᕈࡓࠫ㑐ᢙߩ߇߈ዋߒ大ߣߚߞߥߊ߈⠨ޕࠆࠇࠄ߃ 

 

5. ⚿論 
 

 1990 年ઍߩ㖧࿖経済ߪ 1980 年ઍߣᲧޔߡߴᚑ㐳₸ޔᛩ⾗₸߮ࠃ߅㓹↪₸ߤߥ経済ో

1980ޔߣࠆߦㇱ㐷ޕࠆߡߒૐਅ߇ᵴജߩ 年ઍߪߦᛩ⾗⽷ㇱ㐷ߩ㜞ᚑ㐳ޔߡߞࠃߦ経

済ߩ㜞ᚑ㐳߇ታ1990ޔ߇ߚࠇߐ 年ઍߦޔߡߞᛩ⾗⽷ㇱ㐷ߩᚑ㐳₸߇大ߊ߈ૐਅޕߚߒ

⚿ߚߒಽᨆߡߠߣ߽ߦᔨ߁ߣⓍ⊛࿃ᨐ㑐ㅪ⚥ޔࠍᄌ化ߩᚑ㐳ߩᦼᤨߩߟੑߩߎ

ᨐߪએਅߩㅢޕࠆߢࠅ 

 ࿑ 3 ߦ߁ࠃߔ␜ߦ 1980-1990 年ߣ 1990-2000 年ࠍߣᲧޔߣࠆߴ↢↥ᕈߪࡓࠫᣇ߳

1990ޔࠅ߹ߟޕߚߒ࠻ࡈࠪߦᏀᣇะߪࡓࠫ㔛ⷐޔ߇ߚߒ࠻ࡈࠪߣ 年ઍߪߦഭ↢↥ᕈ

߇㔛ⷐᚑ㐳ߦ߷ߔലᨐᷫߪዋߚߒ㕙ޔ㔛ⷐᚑ㐳߇ഭ↢↥ᕈߦ߷ߔലᨐߪ

Ⴧടߥ߁ࠃߩߎޕߚߒᚑ㐳ߩᄌ化ߩⷐ࿃ޔߣࠆߣ߹ࠍᰴߩㅢޕࠆߢࠅ 

1980 年ઍߣᲧ1990ޔߡߴ 年ઍߪ IT ಽ㊁ߩᛛⴚ㕟ᣂࠆࠃߦ㔚᳇㔚ሶ↥ᬺߩ⊒ዷߣഭࠍ

ઍᦧࠆߔᯏ᪾⸳ߩዉޔߦߚߩ↢↥ᕈࡓࠫ㑐ᢙߪᣇะ߳ޕߚߒ࠻ࡈࠪߣ 

৻ᣇ1990ޔ 年ઍߩ㔛ⷐߦࡓࠫ㑐ޔߪߡߒ ᛩ⾗㔛ⷐߩ大ᷫߥ߈ዋߣታ⾰⾓㊄₸ߩ

㊰化ࠆࠃߦᶖ⾌㔛ⷐᷫߩዋޔߡߞࠃߦ㔛ⷐߪࡓࠫᏀᣇะ1980ޕߚߒ࠻ࡈࠪߦ 年ઍ߅ߦ

߹ߐߩᶖ⾌⠪ߦ߽ߣߣ㘻ߩᏒ႐ߪ⾌ਥ⟵⊛大㊂ᶖ࠼ࠜࡈߚ߃ᡰࠍᛩ⾗⽷㔛ⷐᚑ㐳ࠆߌ

߽߆ߒޕߚߞ߆ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߖߐ⿷లࠍ᰼᳞ߥ߹ߑ 1990 年ઍߪߦታ⾰⾓㊄₸߇㊰化

ߪᶖ⾌㔛ⷐޔߢਛࠆߔ進ⴕ߇化࡞ࡉࠪࠠࡈߣ㓹↪ᷫዋࠆࠃߦ࠻ࠬޔߒ 1980 年ઍߣᲧ

1990ޔߡߒߘޕࠆߡ⛯߇િ߮ૐޔߡߴ 年ઍߪߦ↢↥ᕈ⋉ޔ߇ਥߡߒߣ⾓㊄ߒߣ

ャ㔛ⷐޔߚ߹ޕߚߒዋᷫߊ߈大ߪ⾗ᛩޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦߚࠇߐಽ㈩ߡߒߣẢ߽ࠅࠃߡ

ߪ 1990 年ઍ߽ߦ㜞િ߮ࠍ⛽ᜬޔ߇ߚߒャଔᩰᄌ化ߩᓇ㗀ࠍಽ㔌ޟߚߒャ㔛ⷐᄌ化ߩ

ലᨐᷫߪޠዋߥ߁ࠃߩߎޕߚߒ⻉ⷐ࿃ߦߚߩ㔛ⷐߪࡓࠫᏀᣇะޕߚߒ࠻ࡈࠪߦ 

                                                  
1997ޔߪჇടߥᕆỗߩ₸ഭⵝߥ߁ࠃߩߎ 8 年એᓟߩᢛℂ⸃㓹ࠆࠃߦߤߥ㓹↪ᷫߩዋߦ

࿃ࠆߔㇱ㐷߽ߚ߹ޕ߁ࠈߛࠆᒻ࿕ቯ⾗↥ߩਛߪߦޔᑪ‛߮ࠃ߅᭴▽‛߽߹ࠇ

1990ޔ߇ࠆ 年ઍߩਇേ↥ଔᩰࠅ߹ߪޕߚߞ߆ߥߒ 
9 ⛔⸘ᐡޡ㋶Ꮏᬺ⛔⸘⺞ᩏႎ๔ᦠߩޢ㧟↥ᬺߩታ⾰↢↥㗵ߣᓥ⠪ᢙߩ年ᐔဋჇട₸ޕࠆߢ

 ޕࠆߡߒߣ⽎ኻࠍᬺᚲߩᓥᬺຬ㧡ੱએߪޢ㋶Ꮏᬺ⛔⸘⺞ᩏႎ๔ᦠޡ
10 1990 年ઍߪߦ経済ᚑ㐳₸ᷫߩዋߦᔕߡߓ大ડᬺࠍਛᔃߡߒߦ㓹↪⺞ᢛࠍ࠻ࠬ߁

ߪ化࡞ࡉࠪࠠࡈߩഭᏒ႐ߥ⊛ᧄᩰޔ߇ߚࠇࠊⴕ߇ 4 大ㇱ㐷ߩ᭴ㅧ⺞ᢛ㧔㊄Ⲣㇱ㐷ޔડ

ᬺㇱ㐷ޔഭᏒ႐ㇱ㐷ޔㇱ㐷㧕߇進ⴕߒᆎߚ 1998 年એᓟޕࠆߢ 
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એߦޔߦ߁ࠃߚ㔛ⷐߪࡓࠫᏀᣇะޔ߇ߚߒ࠻ࡈࠪߦ↢↥ᕈߪࡓࠫᣇ߳ߣ

₸ഭ↢↥ᕈޔ߇ߚߒૐਅߊ߈大ߪ₸ᚑ㐳↥ࠆߌ߅ߦᛩ⾗⽷ㇱ㐷ޔߢߩߚߒ࠻ࡈࠪ

1990ޔߡߞ߇ߚߒޕߚߞ߆ߐዊߪૐਅߩ 年ઍࠆߌ߅ߦ㖧࿖ߩ経済ᚑ㐳ߩ㊰化ޔߪਥޔߡߒߣ

↢↥ᕈ߽ࠅࠃࡓࠫ㔛ⷐߩࡓࠫᄌ化ߣࠆࠃߦ⠨ޕࠆࠇࠄ߃ 

 

 

࿑ 3 㖧࿖ߩᚑ㐳ߩᄌ化 

 

↢↥ᕈ                   ↢↥ᕈ90)ࡓࠫ 年ઍ) 
₸U  㔛ⷐ90)ࡓࠫ 年ઍ)       U � 3.6% + 0.60g 
     g = 2.0% + 0.71U 
                       ↢↥ᕈ80)ࡓࠫ 年ઍ) 
                             U � 0.6% + 0.58g 
 
 

 

 
               㔛ⷐ80)ࡓࠫ 年ઍ) 

3.6                     g = 7.2% + 0.76U 
 

  0.6 
        2.0     7.2        㔛ⷐᚑ㐳₸ g 
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ᚲ㧦㖧࿖㌁ⴕޡޔડᬺ経༡ಽᨆޢ 
 



 1 

          1990 年ઍࠆߌ߅ߦਛ࿖ߩᚑ㐳 
                ̆̆ᐲᄌ化ߣ⚥Ⓧ⊛࿃ᨐㅪ㑐ߩⷞὐࠄ߆ 

                      ෩ᚑ↵ 京都大学経済学⎇ⓥ⑼ඳ჻⺖⒟ 

Σ ߦߓߪ 

 

ਛ࿖経済ߪ 1992 年ߩ␠会ਥ⟵Ꮢ႐経済߳ߩォ឵ࠍᯏޔߦᣂߒᚑ㐳Ბ㓏ߦޕߚߞ

 1 ߪ 90 年ઍߩਛ࿖ߩ経済ޕࠆߢߩ߽ߚߒ␜ࠍࠬࡦࡑࠜࡈࡄGDP ߪ 90 年ઍࠍㅢߡߓ

㜞ᚑ㐳ࠍ⻭ޔ߇ߚߒᓟඨߩᚑ㐳₸ߪ೨ඨߣᲧࠅߥ߆ޔߣࠆߴૐਅ90ޕࠆߡߒ 年ઍ೨

ඨޔߪߢᕆㅦߥ経済ᚑ㐳ࠍ⢛᥊ޔߦᛩ⾗߇ᵴ⊒ߦⴕޔࠇࠊᛩ⾗㔛ⷐߪ年₸ 13㧑ߩ᳓Ḱߢ

ޕߚߒᓟඨޟޔߪߢਇ⿷経済ޟࠄ߆ޠㆊ経済ߩ߳ޠᧄᩰ⊛ォ឵ࠍฃޔߌ年ᐔဋᛩ⾗ᚑ㐳

ࠅࠃ೨ඨߪ₸ 3%એૐਅޕࠆߡߒ㓹↪ߪߡ߅ߦ࿖ડᬺᡷ㕟߇ᧄᩰ⊛ⴕߚࠇࠊ 97 年

એ㒠ޔㅧᬺ㓹↪ߪ大ߦૐਅޕߚߒ㕖࿖ㇱ㐷ߩ㓹↪Ⴧടޔ第ਃᰴ↥ᬺࠆߌ߅ߦ㓹↪ߩ

ᚑ㐳ోޔߡߞࠃߦߪߡߒߣޔ߇ࠆߡߒᄬᬺ₸ߪ大ߊ߈ޕ1ߚߒ‛ଔߪ೨ඨߪߢ

年₸ 10㧑એߩ㜞ࡈࡦࠗ⁁ᘒޔ߇ߚߞߢᓟඨߪߢ৻ᄌߦࡈ࠺ߡߒォޕ2ࠆߡߓᲤ

年⚂ 8㧑ߩ経済ᚑ㐳ࠆߡ⛯߇ਛޔߢᄬᬺ₸ߪჇടޔߒ‛ଔ߇ਅߣࠆߢࡈ࠺ޔࠅ߇

 ޕࠆߢᴫ⁁ߥ⇣߁

ᧄ論ᢥߪߢഭ↢↥ᕈߣ㔛ⷐᚑ㐳ߩߣ⋧ⷙቯ㑐ଥࠍឬߚ Kaldor[1966][1970]ߩ

ߣᣇ߃⠨߁ߣޠⓍ⊛࿃ᨐㅪ㑐⚥ޟ Baumol[1967]ੑߩㇱ㐷ᚑ㐳ޔߦࠬࡌࠍ࡞࠺ࡕ日ᧄߣ

☨࿖ߩᚑ㐳ߩᄌ化ࠍ⠨ኤߚߒቝੳ[2007㨉90ޔߡ↪ࠍ࡞࠺ࡕߩ 年ઍߩਛ࿖ࠆߌ߅ߦ㔛

ⷐᄌ化ߣഭ↢↥ᕈᄌ化ߩ⋧㑐㑐ଥࠍ⠨ኤޔࠅ߹ߟޕࠆߔᛩ⾗⽷ߣᶖ⾌⽷ㇱ㐷ߩߣ㑆ߩഭ

↢↥ᕈ₸ᩰᏅ߽ߦᵈ⋡ޔࠄ߇ߥߒ↢↥ᕈߣᦨ⚳㔛ⷐߩᄌ化90ޔࠅࠃߦ 年ઍ

ਛ࿖ߩ経済ᚑ㐳ߦ߁ࠃߩߤ߇ᄌ化ߡߟߦ߆ߚߒᬌ⸛ޕࠆߔ 

ᧄ論ᢥߩ᭴ᚑߪᰴޕࠆߢࠅ߅ߣߩ第Τ▵ߪߢᧄⓂߩಽᨆᨒ⚵ࠆߥߣ Baumol[1967]ੑߩ

ㇱ㐷ᚑ㐳ࡠࠢࡑࠆߌ߅ߦ࡞࠺ࡕ経済ᚑ㐳ߣࠬࡦࡑࠜࡈࡄ⚥Ⓧ࿃ᨐㅪ㑐ߦ㑐ࠆߔቝੳ

90ޔߦࠬࡌࠍࠇߘޔߡߒߘޕࠆߔ⚂ⷐࠍ⺑ߩ[2007] 年ઍਛ࿖ߩᚑ㐳ࠍޕࠆߔ

第Υ▵ޔߪߢቝੳ[2007]ߦ࡞࠺ࡕߩၮޔߡߠਛ࿖ޟߩ㔛ⷐࠍޠࡓࠫቯᑼ化1997~1992ޔߒ

年㧔એਅ90ޟ 年ઍ೨ඨߣޠ߱㧕2002~1997ޔ 年㧔એਅ90ޟ 年ઍᓟඨߣ߱ᤨߩߟੑߩޠ

ᦼߦಽߡߌផ⸘ࠍⴕ90ޔߡߒߘޕ߁ 年ઍߩ⻉ᐲᄌ化ޟ߇㔛ⷐߦޠࡓࠫ߷ߔᓇ㗀ࠍ

⺑ޕࠆߔ第Φ▵ޔߪߢਛ࿖ޟߩ↢↥ᕈࠍޠࡓࠫቯᑼ化ޔߒΥ▵ߣหߓಽߢਛ࿖ߩ

↢↥ᕈࠍࡓࠫផ⸘ޔߡߒߘޕࠆߔหߊߓ⻉ᐲᄌ化ޟ߇↢↥ᕈߦޠࡓࠫ߷ߔᓇ

㗀ࠍ⺑ޕࠆߔ第Χ▵ߪߢ⚿論90ޔߣ߹ࠍ 年ઍߩਛ࿖ᚑ㐳ߩ․ᓽߣ㗴ὐࠍᜰ៰ߔ

 ޕࠆ
                                                  
1 ታ㓙ޔࠈߎߣߩਛ࿖ߩᄬᬺⷙᮨߦߌߛࠇߎߪᱛ߹ޕߥࠄ߽߅ߥᄙߊሽࠆߔડᬺౝㇱ

߇ഭ⠪ߩ 2000 ਁ㨪4000 ẜ⊛ᄬᬺ⠪ߩㄘޔੱਁ 1 ం 5 ජਁੱࠍޔߣࠆᄬᬺ

㗴ᷓߦࠄߐߪೞޕࠆߢ 
2 年ᐲߦ98ޔߣࠆ 年2.3－߇㧑99ޔ 年2.2－߇㧑2002ޔ 年0.2－߇㧑߆߶ߩߘޔࠅߢ

⚂ޔߪ年ߩ 1㧑ߩޕߚߞߢ 
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 1 90 年ઍࡠࠢࡑߩ経済ࠬࡦࡑࠜࡈࡄ㧔年₸ޔන㧦㧑㧕 

 1992－1997 1997－2002 

ታ⾰ GDP ᚑ㐳₸ 11.5 7.9 

ታ⾰㕖ቛᛩ⾗ᚑ㐳₸ 13.4 10.2 

ㅧᬺ㓹↪ᚑ㐳₸ 1.1 －2.9 

第৻ᰴޔਃᰴ↥ᬺ㓹↪ᚑ㐳₸ 3.2 2.3 

ᄬᬺ₸ 4.8 6.1 

GDP  ᄌ化₸ 10.1 －0.6࠲ࡈ࠺

ᶖ⾌࠲ࡈ࠺ᄌ化₸ 12.4 －0.3 

ᵈ㧦ᧄⓂߩಽᨆߡ߅ߦ 1997 年ࠍಽጘὐޔߪߩߚߒߣਛ࿖↥ᬺㅪ㑐߇ 1992 年1997ޔ

年2002ޔ 年ߦᚑ1997ޔߡߒߘޕࠆߡࠇߐ 年߇ਛ࿖ຠᏒ႐ࠆߌ߅ߦ㔛⛎㑐ଥߩㅒォ

߽ߢ年ߚߞ߹ᆎ߇大㊂ߩഭജߩ࿖ડᬺޔࠅߢ年ߚߞ߹ᆎߦ⊛ᧄᩰ ߇

97ޔߚ߹ޔߣߎࠆ 年એ㒠ߩ␠会経済ࠪࠬߩࡓ࠹⊒ዷᣇะࠍߚਛ࿖↥ౄ第 15 回大

会߇ⴕߚࠇࠊ年ޔࠅߢਛ࿖ߩ␠会経済ࠆߌ߅ߦ大ߥ߈ォ឵ὐߣࠆߢ⠨ࠆࠇࠄ߃

 ޕࠆߢࠄ߆

ᄬᬺ₸ߩផ⸘▸࿐ߪ都Ꮢㇱ⊓㍳ᄬᬺ⠪ߣ৻ᤨᏫભ⠪߮ࠃ߅ਅፘഭ⠪ޕࠆߢ 

ᚲ㧦ਛ࿖࿖ኅ⛔⸘ዪޡਛ࿖⛔⸘年㐓ޢฦ年 ޡޔਛ࿖↥ᬺㅪ㑐1992ޢ 年1997ޔ 年ޔ   

2002 年 ޔਛ࿖ഭߣ␠会㓚ㇱޡഭߣ␠会㓚ᬺ⊒ዷ⛔⸘ᐢႎޢฦ年  

 

Τ ੑㇱ㐷ᚑ㐳ߣ࡞࠺ࡕ⚥Ⓧ⊛࿃ᨐㅪ㑐᭴࿑ 

 

1 ੑㇱ㐷ᚑ㐳ࡠࠢࡑߣ࡞࠺ࡕ経済ᚑ㐳 

Baumol[1967]ੑߩㇱ㐷ᚑ㐳ߪ࡞࠺ࡕㇱ㐷㑆ߩഭ↢↥ᕈ₸ᩰᏅߣ㓹↪ߩᄌ化ޔ↥

㊂㧔ᦨ⚳㔛ⷐ㧕ߩᄌ化ࡠࠢࡑߡߒߘޔ経済ᚑ㐳ߩߣ㑐ଥߡߟߦ⺑ޔߦ⊛⥸৻ޕࠆߡߒ

ഭ↢↥ᕈ₸ߩᩰᏅ߇ሽࠆߔ経済ޔߡ߅ߦᦨ⚳㔛ⷐߩㇱ㐷᭴ᚑ߇ᄌ化ߥߒ႐วޔ

㓹↪ߪᰴ第ߦ↢↥ᕈ₸߇ૐㇱ㐷ߦ集ਛࡠࠢࡑޔ߈ߡߒ経済ᚑ㐳₸ߪૐਅޕߊߡߒ

ޔᜬ⛽ࠍ↪㓹ߩㇱ㐷㜞߇₸ഭ↢↥ᕈޔߪߦߚࠆߔᜬ⛽ࠍ経済ᚑ㐳ࡠࠢࡑޔࠅ߹ߟ

ߣࠆߣ߹ߦන◲ࠍ᭴࿑ߩߘޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ大ࠍ㔛ⷐޔߒ大ߪߊߒ߽ 2 ࠃߩ

 ޕࠆߥߦ߁

ޔߡߒߘ 3 ߪ 90 年ઍਛ࿖経済ߩㇱ㐷ߩ⁁ᴫޕࠆߢߩ߽ߚߒ␜ࠍᶖ⾌⽷ㇱ㐷ߣᛩ⾗

⽷ㇱ㐷ߩ㑆ߪߦ大ߥ߈ഭ↢↥ᕈ₸ᩰᏅ߇ሽ90ޔߚ߹ޕࠆߔ 年ઍ೨ඨߪߢᛩ⾗⽷ㇱ

㐷ߩഭ↢↥ᕈ߇ᶖ⾌⽷ㇱ㐷ߩഭ↢↥ᕈࠅࠃ㜞ޔ߇ᓟඨޔߪߢਔ⠪߇ㅒォޕࠆߡߒ

ߪ₸ᛩ⾗⽷㔛ⷐᚑ㐳ޔߡߒߘ 90 年ઍో⥸ࠍㅢޔߡߓᶖ⾌⽷㔛ⷐᚑ㐳₸ࠅࠃ大ޔ߇߈ᓟඨ

90ޔߣ߁⸒ࠄ߆㑐ଥߩ₸㔛ⷐᚑ㐳ߣഭ↢↥ᕈޕࠆߡߒૐਅߊ߈大ߡߴᲧߦ೨ඨߪ

年ઍ೨ඨߪ 2 ࠬࠤߩ 2 ₸年ޔߒᒰ⋦ߦ 11.5㧑ߩ GDP ᚑ㐳ߡߒߣޔߡߒߘޕࠆࠇᓟඨ

ߪ 2 ࠬࠤߩ 1 GDPޔߢߩࠆߔᒰ⋦ߦ ߩ೨ඨ߇₸年ᐔဋᚑ㐳ߩ 11.5㧑ࠄ߆ 7.9㧑߳ߣૐ
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ਅޕࠆߡߒ 

 

 2 Baumol  ࠬࠤ⊛ဳౖߩߟੑߩ࡞࠺ࡕ

ࠬࠤ  ࠬࠤ 1 2 

 ㇱ㐷 1 ㇱ㐷 2 ㇱ㐷 1 ㇱ㐷 2 

ഭ↢↥ᕈ₸ 㧗㧗㧗   㧗  㧗㧗㧗   㧗 

ᦨ⚳㔛ⷐታ⾰ᚑ㐳₸   㧗㧗  㧗㧗  㧗㧗㧗   㧗 

㓹↪ᄌ化₸   －   㧗   0   0 

 経済ᚑ㐳₸ ᷫዋ ਇᄌࡠࠢࡑ

ᚲ㧦ቝੳ[2007] 

 

 3 90 年ઍਛ࿖ߩㇱ㐷ᚑ㐳₸㧔年₸ޔන㧦㧑㧕 

 1992－1997 1997－2002 

 ᶖ⾌⽷ 㕖ቛᛩ⾗⽷ ᶖ⾌⽷ 㕖ቛᛩ⾗⽷ 

ഭ↢↥ᕈ₸ 8.9 10.3 11.1 6.5 

ᦨ⚳㔛ⷐታ⾰ᚑ㐳₸ 9.8 13.4 9.9 10.2 

ଔᩰᄌ化₸ 12.4 8.9 －0.4 0.2 

ฬ⋡⾓㊄ᄌ化₸ 17.4 13.1 

ᵈ㧦ഭ↢↥ᕈߪቝੳ(2007)ߣหߓᚻ⛯ߢ߈▚ޕߚߒഭ⠪ᢙߪਛ࿖࿖ኅ⛔⸘ዪߩ↥ᬺ

ዞᬺ⠪ᢙޔ࠲࠺ߩฬ⋡⾓㊄ߪᱜⷙ㓹↪ഭ⠪㧔⡯Ꮏ㧕ޕࠆߢ࠲࠺ߩ 

ᚲ㧦ਛ࿖࿖ኅ⛔⸘ዪޡਛ࿖ᛩ↥1992ޢ 年1997ޔ 年2002ޔ 年 ޡޔਛ࿖⛔⸘年㐓ޢ

ฦ年  

 

ਛ࿖経済ߪ 97 年એ㒠ޔᶖ⾌⽷ㇱ㐷ߩഭ↢↥ᕈ₸߇ᛩ⾗⽷ㇱ㐷ࠍࠇߘߩ大ߊ߈回

ቯ߽ߣଔᩰߩਔㇱ㐷ߪߢᓟඨޔࠄ߆ࡈࡦࠗ㜞ߩ೨ඨޔߪଔᩰᄌ化ޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆ

ޔߴᲧߦ೨ඨߪ₸ᛩ⾗㔛ⷐᚑ㐳ޔߡߒߘޕࠆߡߞߥߣࡈ࠺ߥ߆߿✭ߪߡߒߣోޔߒ

ૐਅޔ߇ߚߒᶖ⾌㔛ⷐᚑ㐳₸ߪᮮ߫ޕࠆߢ㓹↪ߦ㑐ޔ߽ߡߒ 1 ⾗ᛩޔߦ߁ࠃߔ␜ߢ

ޔߢߩࠆߡߒჇടߪ↪㓹ߩᬺ↥ਃᰴޔ第৻ᰴޔߒૐਅ߇↪㓹ߩㅧᬺࠆߡߒዻ߇ᬺ↥⽷

ᛩ⾗⽷↥ᬺࠄ߆ᶖ⾌⽷↥ᬺ߳ߩ㓹↪⒖േޕߚ߈߅߇ᰴ▵ߥ߁ࠃߩߎޔߕ߹ߪߢᄌ化ߩ⢛᥊

 ޕ߁ߎ߅ߡߒ⺑ߡߟߦ経済ⅣႺࡠࠢࡑޔࠆߥߣ

 

 ォ឵ߩ߳ޠㆊ経済ޟࠄ߆ޠਇ⿷経済ޟ 2

80 年ઍᓟඨߩࠄ߆ᕆㅦߥ経済ᚑ㐳ߩਛߢᒻᚑߚ߈ߡࠇߐㆊ↢↥⢻ജ߇ଏ⛎ㆊߚ߽ࠍ

ߪਛ࿖ޔߒࠄ 90 年ઍߩඨ߫ޟߦਇ⿷経済ޟࠄ߆ޠㆊ経済߳ޠォ឵ߚߒ㧔ਛ 2002ޔ大

ᯅ 2005㧕ޕᡷ㕟㐿એ㒠ޔ࿖᳃ᚲᓧߩჇടߦޔᶖ⾌㔛ⷐߪ⏕ታߦ大ޔߡߒߘޕߚߒ

ᶖ⾌㔛ⷐߩ大ࠍ⢛᥊ߦડᬺߩ⸳ᛩ⾗㔛ⷐ߇大ߊ߈大ޔߒ↢↥⢻ജ߇ᕆㅦߦჇ大ޕߚߒ
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ࠍ大ߩ㔛ⷐ✚ޔࠍᕆᚑ㐳߽⸳ᛩ⾗㔛ⷐߩ㕖࿖経済ࠆߔߣೋࠍㇹ㎾ડᬺޔߚ߹

ᒁ߈ߣߔߎหᤨޔߦᏒ႐ࠆߌ߅ߦଏ⛎⢻ജࠍ大ߊ߈大ޕߚߖߐ⚿ᨐޔ大ߥㆊ↢↥

⢻ജ߇⫾Ⓧ97ޔ96ޔ߈ߡߒ 年ࠍႺޔߦኅ㔚ຠᏒ႐ࠍᆎޔ↢↥ㆊ߇㗼化ޔߒଔᩰ

ࠄ߆ᐶຠჇടߣ₸Ⓙ⸳ߦਥߪㆊ↥↢ޕᒛ 2006㧕ޔ㧔ਣᎹ 2002ࠆߓߪߒૐਅ߇

⺑1995ޕࠆ߈ߢ 年ߩᎿᬺߩࠬࠨࡦ⊒ޔߣࠆࠃߦਥⷐᎿᬺຠ84ޔߜ߁ߩ㧑ߩຠ↢

߇₸Ⓙߩ↥ 80㧑ࠍਅ回ߩߘޕࠆߡߞઍ߇ኅ㔚ຠޔࠅߢኅ㔚ຠ↥ᬺߩⒿ₸

ߪ 60㧑ࠍਅ回ࠆߡߞ㧔ਛ࿖ 1995 年第ਃᰴో࿖Ꮏᬺ᥉ᩏ⾗ᢱ集㧕ࠆߌ߅ߦᬺ↥ోޔߚ߹ޕ

90年ઍ೨ඨߩᐶຠჇട₸ࠍޔߣࠆᲤ年 9㧑એ大ߚߒ㧔ਛ࿖ᛩ↥ 19921997ޔ㧕ޕ      

ߪ₸㔛ⷐᚑ㐳✚ޔߦࠄߪࠄ߁ߪߣⓍ⫾ߩㆊ↢↥⢻ജߥ߁ࠃߩߎޔߒ߆ߒ 90 年ઍඨ߫߆

ޕߊߡߒૐਅࠄ 1 ޔߣ 3 90ޔߦ߁ࠃߚߒ␜ߢ 年ઍᓟඨޔ߽ߡ߅ߦ㓹↪ߪჇടޔߒ

ታ⾰⾓㊄₸߽೨ඨࠅࠃ大߈㧔⚂ 2.5 㧕90ޔߒ߆ߒޕ 年ઍᓟඨߩ࿖ડᬺᡷ㕟ߣ⾓㊄

㓹↪ᐲߩᡷ㕟ޔࠅࠃߦ⾓㊄ߩᕲᕺࠍฃࠆߌᱜⷙ㓹↪ߩૐਅ߿ᄬᬺ⠪ߩჇടޔࠅࠃߦ

㓹↪ߩቯᕈߪ大ߊ߈ૐਅޔߡߒߘޕߚߒㄘ᳃ᚲᓧߩિ߮₸߇ૐޔߊ都ᏒㇱߩߣᩰᏅ߇

大ޔߥ߁ࠃߩߎޕߚߒ経済ߩవⴕߦ߈ኻࠆߔਇⷐ࿃߇大ߚߒ⚿ᨐޔ⾓㊄ᚲᓧ߇Ⴧടߒ

ᶖ⾌㔛ⷐ大߇㊄⾓ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚࠇߐᛥߪߩᶖ⾌㔛ⷐޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦߚ

ߪߢߌߛ㊄⾓ࠆߥනޔߪߦߚߔࠄߚ߽ࠍ経済ᚑ㐳ߡߓㅢࠍ㔛ⷐჇട✚ޔߒࠄߚ߽ࠍ

ߢᔅⷐ߇ࡊ࠶ࠕࠢ࠶ࡃߩᐲ⻉ࠆߔ㑐ㅪߤߥ㊄Ⲣᐲޔ会㓚ᐲ␠ޔ㓹↪ᐲޔߊߥ

 ޕࠆߡߒໂ␜ࠍߣߎࠆ

࿑ 1 ߪ 90 年ઍߩଔᩰᄌ化ߣᎿᬺㇱ㐷ߩẢ₸ᄌ化ࠍޔ߇ࠆߢߩ߽ߚߒᛩ⾗⽷ଔᩰ

₸ߪ 94 年ޔࠄ߆ᶖ⾌⽷ଔᩰߪ 95 年ࠄ߆ૐਅޔߡߒߘޕߚߓߪߒଔᩰ₸ߩૐਅࠍ

ฃޔߌડᬺߩẢ₸߽ 95 年ࠄ߆ૐਅޕߊߡߒ 

90ޔߥ߁ࠃߩߎ 年ઍඨ߫ޔߩࠄ߆㔛ⷐᚑ㐳₸ߩૐਅߣẢ₸ૐਅޔࠅࠃߦડᬺߪ❣ᬺߩ

ᕆỗߦᖡ化ޔߦ․ޕ3ߚߒ࿖ડᬺㇱ㐷ᬺߩ❣ᖡ化੍ߥ࠻ࡈ࠰ޟޔߪ▚✬ᚑࠍޠㅢޔߡߓ࿖

ડᬺߦ大㊂ߩ⾗㊄ࠍଏਈߚ߈ߡߒ㊄Ⲣㇱ㐷ߩਇ⦟ௌᮭߩჇ大ޔߒࠄߚ߽ࠍ㊄Ⲣᐲᡷ㕟ߩ 

ᄾᯏޔߡߒߘޕߚߞߥߣ㊄Ⲣᐲᡷ㕟ࠆࠃߦ⾉ክᩏ߇෩ࠍߣߎߚߞߥߊߒฃ90ޔ4ߌ 年ઍ

ᓟඨߩᛩ⾗㔛ⷐᚑ㐳₸ߪૐਅߦࠇߘޕߚߒട97ޔ߃ 年ࠕࠫࠕߩ㊄Ⲣෂᯏޔࠅࠃߦャ㔛ⷐ

 ޕߚࠇߐჇട߽ᛥߥ⺞㗅ߩ

ຠᏒޔߪૐਅߩ㔛ⷐ✚߁ߦૐਅߩ࿖ᄖ㔛ⷐޔ࿖ౝߣⓍ⫾ߩ⢻ജ↥↢ߥㆊޔࠅ߹ߟ

႐ࠆߌ߅ߦଔᩰૐਅޔߒࠄߚ߽ࠍડᬺߩẢࠍ❗ޔߡߒߘޕߚߒડᬺᬺߩ❣ᖡ化ߪ㊄Ⲣ

                                                  
3 ਛ࿖ᎿᬺߩᐔဋẢ₸㧔Ả✚㗵㧛⽼ᄁ㧕ߡࠊ߈ޔߪૐޔߊ経済ᚑ㐳₸߇ 14㧑ߢ

ߚߞ 92 年߽ߡ߅ߦ 6㧑ߩ᳓Ḱ2ޔߡߒߘޕߚߞߢ ᩴᚑ㐳ߚߞߢ 90 年ઍ೨ඨߩ年ᐔ

ဋߪ 4㧑บ90ޔ߇ߩߚߞߢ 年ઍᓟඨߦ経済ᚑ㐳₸߇ 1 年ᐔဋޔߣࠆߥߦᩴ 2㧑บ߳ૐਅ

⚂ߩ೨ඨޔߊૐߦᦝߪ₸Ảߩ࿖ㇱ㐷ޔߡߒߘޕߚߒ ⚂ߩᓟඨࠄ߆3% 1%߳ૐਅޕߚߒ

࿖ડᬺẢ₸ߪ 97 年ߩࠄ߆࿖ડᬺᡷ㕟ޔࠅࠃߦ大㊂ߩഭജࠍಾࠅᝥޔߡਇណ▚

ડᬺࠍ㐽㎮ޔ᳃༡化ߚߒ⚿ᨐ99ޔ 年ࠄ߆回ᓳޕࠆߔ㧔ਛ࿖⛔⸘年㐓 2005 年㧕ޕ 
4 95 年ޟߩࠄ߆経済ࠍޠࠣࡦࠖ࠺ࡦ࠻ࡈ࠰ߩ⋡ᜰߔ㊄Ⲣᒁޔߡߒߘޔ✦߈㊄Ⲣᯏ㑐ߩ

⁛┙ᕈᒝ化ߣਇ⦟ௌᮭ大㒐ᱛࠍ⋡ᜰߚߒ㊄Ⲣᡷ㕟ޔߪ㊄Ⲣᯏ㑐ߩડᬺߦኻࠆߔ⾉ၮḰ

 ޕ㧔ᮗ✁ 2003㧕ߚߞߥߣⷐ࿃ࠆߖߐૐਅࠍ₸ᚑ㐳ߩᛩ⾗㔛ⷐߩ㕖㊄Ⲣડᬺㇱ㐷ޔߒߊߒ෩ࠍ
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ㇱ㐷ߩਇ⦟ௌᮭࠍ大ޔߖߐ㌁ⴕ⾉ߩૐਅࠍ߮ߩߘޕߔߎ⚿ᨐޔᛩ⾗㔛ⷐ߇ૐਅޔߒ

90 年ઍᓟඨߩᚑ㐳ߪ大ߊ߈ᄌ化ޕߚߒ 

 

࿑ 1 90 年ઍߩଔᩰᄌ化ߣᎿᬺㇱ㐷Ả₸ᄌ化 
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ᐕ
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ᐕ
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ᐕ
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ᐕ
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ᐕ
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ᐕ
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ᐕ
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ᐕ

20
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ᐕ

0.0㩼

1.0㩼

2.0㩼

3.0㩼

4.0㩼

5.0㩼

6.0㩼
ᶖ⾌者ଔᩰᜰ数
ᛩ⾗財ଔᩰᜰ数

Ꮏᬺㇱ㐷Ả₸

 
ᵈ㧦Ꮐ❑ゲ߇ଔᩰᄌ化₸ޔฝ❑ゲ߇Ꮏᬺㇱ㐷Ả₸ޕߔ␜ࠍ 

ᚲ㧦ਛ࿖࿖ኅ⛔⸘ዪޡਛ࿖⛔⸘年㐓ޢฦ年   

 

3 ⚥Ⓧ⊛࿃ᨐㅪ㑐ߩ᭴࿑ 

Baumol ഭ↢↥ᕈޔߪᔅⷐ᧦ઙߩߚߥߒૐਅ߇₸経済ᚑ㐳ࡠࠢࡑޔߣࠆࠃߦ࡞࠺ࡕ

₸߇㜞ㇱ㐷ߩ㔛ⷐᚑ㐳₸߇大ߩࠕ࠼࡞ࠞޔߪߣߎߩߎޕࠆߢߣߎ߈⚥Ⓧ⊛࿃ᨐ

ㅪ㑐߁ߣᔨߦၮޔߣࠆ߃ࠄߣߡߠᒰຠߦ㑐ޔߡߒഭ↢↥ᕈ߇㔛ⷐࠍᚑ㐳

ߔᗧࠍߣߎ߈大ߦ߽ߣ߇ലᨐࠆߖߐࠍഭ↢↥ᕈ߇㔛ⷐᚑ㐳ޔ߮ޔലᨐࠆߖߐ

࿑ޔߣࠆߣ߹ߦන◲ࠍᓴⅣߥ߁ࠃߩߎޕࠆ 2  ޕࠆߥߦ߁ࠃߔ␜߇

Boyer[1988]ߪഭ↢↥ᕈࠄ߆㔛ⷐᚑ㐳ࠆ⥋ߦ経〝ޟࠍ㔛ⷐޔޠࡓࠫ㔛ⷐᚑ㐳߆

ࡠࠢࡑࠍ㑐ᢙࠆߔࠍࠇߙࠇߘޔ߮ߣޠࡓࠫᕈ↥↢ޟࠍ〝経ࠆ⥋ߦᕈ↥↢ࠄ

経済ࠄ߆࡞࠺ࡕዉߩߟੑߩߎޔߒ㑐ᢙߩᄌ化ޔߡߞࠃߦᚑ㐳ߩォ឵ࠍ⺑ޕ5ࠆߡߒ

ฦ࿖ޔ߇߇ࠆߡߒ↪߇Ⓧ⊛࿃ᨐㅪ㑐⚥ߥ߁ࠃߩߎߪߡ߅ߦ経済ࠆߔᚑ㐳ޔߦ⊛⥸৻

ᓇ㗀ߦฦᲑ㓏ߩⓍ⊛࿃ᨐㅪ㑐᭴࿑⚥ޔߪේ࿃ߩߘޕߥߪߢߓหߡߴߔߪ経済ᚑ㐳ߩ

⇣ߊ߈大߇㑐ᢙࡓࠫᕈ↥↢ߣ㑐ᢙࡓࠫ㔛ⷐޔߡߞࠃߦ㆑ߩᐲ⻉ᒻᘒࠆ߃ਈࠍ

ਛ࿖ࠆߡࠇࠊⴕߊᄙ߇࿖ኅ⊛⺞ᢛޔߊଐὼ㜞߇วഀߩ࿖ડᬺޔߦ․ޕࠆߢࠄ߆ࠆߥ

ࠇߎޕ㜞ߦ߆ࠆߪߴᲧߦ࿖ߩઁ߇ᓇ㗀ߩᐲࠆߔኻߦᚑ㐳ߥ߁ࠃߩߎޔߪߡ߅ߦ

ߡ߅ߦផ⸘Ბ㓏ߩࡓࠫฦޔߪߡߟߦᓇ㗀ߚߒ߷ߦᚑ㐳ߩਛ࿖߇ᐲ⻉ߩࠄ

ߦޘ⺑ޕࠆߔߦߣߎࠆߔ 

                                                  
5 Boyer[1988]ߪ࡞࠺ࡕߩ৻ㇱ㐷ޕࠆߢ࡞࠺ࡕࡠࠢࡑߩഭ↢↥ᕈ₸ߩㇱ㐷㑆ᩰᏅࠍ

߁ 2 ㇱ㐷ࠆߌ߅ߦ࡞࠺ࡕ㔛ⷐࡓࠫ㑐ᢙߣ↢↥ᕈࡓࠫ㑐ᢙߩዉޔߪߡߟߦቝ

ੳ[1998]ޕࠆߡࠇߐߥߡ߅ߦ 
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 ࿑ 2 ⚥Ⓧ⊛࿃ᨐㅪ㑐ࠆߌ߅ߦ 4  Ბ㓏ߩߟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ᚲ㧦ቝੳ[2007] 

 

90ޔߪࠄ߆ࠇߎ 年ઍߩਛ࿖ᚑ㐳ߩࡓࠫਛޔߢ大ߊ߈ᄌ化ߚߒᛩ⾗⽷ㇱ㐷ߦὶὐࠍ

㑐ᢙࡓࠫᛩ⾗⽷㔛ⷐߩਛ࿖ߦࠬࡌࠍ࡞࠺ࡕㇱ㐷ੑߚࠇߐዷ㐿ߡ߅ߦቝੳ[2007]ޔߡ

 ޕࠆߔ⸘ផࠍ㑐ᢙࡓࠫᕈ↥↢ߣ

 

 

Υ 㔛ⷐߩࡓࠫቯᑼ化ߣផ⸘ 

1997~1992ޔߡ߅ߦਛ࿖ߦᰴޔߒ⚫ࠍ࡞࠺ࡕߩቝੳ[2007]ޔߕ߹ 年2002~1997ޔ 年

 ޕ߁ⴕࠍ⸘ផߩ㑐ᢙࡓࠫ㔛ⷐߡߌಽߦᦼᤨߩߟੑߩ

 

1 㔛ⷐߩࡓࠫၮᧄ࡞࠺ࡕ 

ᛩ⾗⽷ㇱ㐷㧔ౕ⊛ߪߦᯏ᪾ㅧᬺߣᑪ⸳ᬺ㧕ࠆߌ߅ߦ㔛ⷐว⸘ 1Y ⾗ᛩ⸳ߩડᬺޔߪ I
⸘วߩ⸳ቛᑪߣ⾌ᶖߩᯏ᪾ࠆࠃߦ⸘ኅޔߡ߃ടߦ 1C ャߩᯏ᪾ޔߣ 1E ࠄࠇߎ㧔ࠆߥࠄ߆

 ޕ㧕ࠆߔߣታ⾰୯ߡߴߔߪ

111 ECIY ++=        㧔1㧕 

න⚐化ޔߦߚߩ第 i⽷ߩଔᩰ ip วഭଥᢙ⛔⊛⋤ုߩ⽷ߩߘޔߪ iv ࠍဋ╬⾓㊄₸wߦ

ਸ਼ߩ⽷ߩߘޔߦࠄߐޔߓẢࡊ࠶ࠕࠢࡑ )1( im+  ޕࠆߔቯߣࠆߢ୯ߚߓਸ਼ࠍ

)1( 111 mwvp +=        㧔2㧕 

)1( 222 mwvp +=        㧔3㧕 

 ᛩ⾗⽷ଔᩰࠍ 1p ߦ㧔Ảᚲᓧ₸⫾⾂ߩẢᚲᓧޔߡߒߣ�ࠍ⸘Ảᚲᓧวߩ経済ోޔ

භࠆᛩ⾗㗵ഀߩว㧕ࠍ sߢޕߔ 

�= sIp1           㧔4㧕 

ޕࠆߔቯߣࠆࠇߐ⾌ᶖߪㇱಽߥࠇߐ⾗ᛩߜ߁ߩẢᚲᓧߣߡߴߔߩ㊄ᚲᓧ⾓ޔߚ߹ 

ࠍวഀߩว⸘㗵ߩ⾗ቛᛩߣ⾌ᯏ᪾ᶖࠆභߦนಣಽᚲᓧోߩࠄࠇߎߡߒߘ β ޕߔߢ

ഭ↢↥ᕈ 㔛ⷐᚑ㐳 

[㔛ⷐࡓࠫ] 

[↢↥ᕈࡓࠫ] 

ᚲᓧಽ㈩ ᡰ㧔ᶖ⾌ޔᛩ⾗ޔャ㧕 

   ⚵❱㕟ᣂ 

㓹↪⺞ᢛ 

ᛛⴚ㕟ᣂ 

↢↥⸳⺞ᢛ 

ᐲ⻉ᒻᘒ 
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✚ഭ㊂ࠍ Lߢޕߔ 

 ])1([11 �−+= swLCp β    㧔5㧕 

 㧔4㧕㧔5㧕ᑼࠄ߆ 

]/)1][(/)[(]/)1)[(/( 1221111 SββSSββ +−+=+−�=+ spYpYpspCI  

               ])1)[(/( 1221 βSβ +−+= spYpY     㧔6㧕 

ޔߢߎߎ  )/( wL+��=S ޕࠆߢࠕࠚẢࠪߪ 2Y  ޕࠆߢ⸘㔛ⷐวߩ⽷⾌ᶖߪ

ု⋥⊛⛔วഭଥᢙߩૐਅ₸ߜࠊߥߔഭ↢↥ᕈߩ₸ 21 ,UU ߹ޕߔߦ߁ࠃߩᰴࠍ

ߘޔߪᄌᢙߚߒઃࠍภ⸤࠻࠶ࡂޔએਅޕߔߢ'ࠍㇱ㐷㑆ᩰᏅߩ₸ᄌ化ࡊ࠶ࠕࠢࡑޔߚ

 ޕߔࠍᦼ㑆ᐔဋߩᄌᢙߩߘޔߪᄌᢙߚߒઃࠍࡃޔߒࠍ₸ᄌ化ߩᄌᢙߩ

11 v̂−=U      㧔7㧕 

22 v̂−=U      㧔8㧕 

n n
1 2(1 ) (1 )m m' = + − + 㧔9㧕 

㧔2㧕㧔3㧕ᑼࠍᄌ化₸ߦᄌ឵ޔߡߒwࠍᶖޔߢ߃߁ߚߒ㧔7㧕－㧔9㧕ᑼࠍઍߡߒᢛℂ

 ޕࠆࠇ߆ዉ߇ᑼߩᰴޔߣࠆߔ

'−−=− 2112 ˆˆ UUpp      㧔10㧕 

㧔1㧕 ᑼࠍᄌ化₸ߦᄌ឵ޔߡߒ㧔6㧕ޔ㧔10㧕ࠍޔߣ߁ᛩ⾗⽷ߩ㔛ⷐᚑ㐳₸ 1g  ߦ߁ࠃߩᰴߪ

 ޕࠆߥ

l n l n l
1 1 1 1 1 1 2 2 1

ˆ( ) (1 ) [(1 ) ( ) (1 ) ] (1 )g Y I C E g Y s Eδ δ δ V V U U β S β δ= + + − = − + − −' + + − + + −�  

  㧔11㧕 

ޔߢߎߎ 11 /)( YCI +=δ  㧘 )/( 221122 pYpYpY +=V  ޕࠆߢ
วഀߩว⸘㗵ߩ⾗ቛᛩߣ⾌ᯏ᪾ᶖࠆභߦนಣಽᚲᓧోޔߚ߹  β ߪ 90 年ઍో⥸ߦ

ޕ6ࠆߢਇᄌ߷߶ߡ߅ β  ޕߟߚࠅߥ߇ᑼߩᰴޔ႐วࠆߢਇᄌ߇

n ˆ ˆ(1 ) ( )s sβ S β W S− + = + 㧔12㧕 

ޔߢߎߎ  ])1(/[)1( βSβSβW +−−= ss  ޕࠆߢ

ࠍഭ㊂ߩᶖ⾌⽷ㇱ㐷ޔߡߒߘ 2L  ޔߣࠆߔߣ

 222
ˆˆ U−= YL          㧔13㧕 

㧔12㧕㧔13㧕ᑼࠍઍߡߒ㧔11㧕ᑼࠍᢛℂޔߣࠆߔ 

                                                  
6ਛ࿖ߩ 90 年ઍޔࠆߌ߅ߦኅ⸘㧔ㄘㇱߪߢ⚐ޔ都Ꮢㇱߪߢนಣಽᚲᓧ㧕ߦභࠆ⠴ਭ

⽷ᶖ⾌ߣቛᛩ⾗ߪㄘㇱߪߢ 12㧑೨ᓟޔ都Ꮢㇱߪߢ 6㧑೨ᓟޔߣ都ᏒㇱߣㄘㇱߩᩰᏅ

 ޕߥߡߒᄌ化ߤࠎߣ߶ߪวഀޔߩߩ߽߈大ߪ
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1211
ˆ)1(ˆˆˆ EzzzszLzzg δδVSδWδWδVδVU −+'−+++=    㧔14㧕 

ޔߢߎߎ )]1(1/[1 Vδ −−=z  ޕࠆߢ

㧔14㧕ᑼ߇ᛩ⾗⽷ㇱ㐷ߩ㔛ⷐࡓࠫ㑐ᢙߩߎޕࠆߢ㔛ⷐߩࡓࠫߪ߈

)]1(1/[ VδδVδV −−=z >0ޔߦ߆ࠄޔࠅߢ δVz <1 δޕࠆߢ භߦ㔛ⷐోߩ⽷⾗ᛩߪ

ฝㄝ第ߩ㧔14㧕ᑼޔࠅߢวഀߩ࿖ౝ㔛ⷐࠆ 1 㗄ߪ↢↥ᕈ⋉ߩ࿖ౝ㈩ಽ߇ᛩ⾗⽷㔛ⷐ

ߪ ಾޕߔࠍലᨐߔ߷ߩ 5 ߩ㧔14㧕ᑼޕࠆߢࠅㅢߩᰴߪᗧߩฦ㗄ޕࠆߥࠄ߆㗄ߩߟ

ฝㄝ第 2 㗄ޔߪᶖ⾌⽷ㇱ㐷ߩഭ㊂Ⴧട߇ᛩ⾗⽷㔛ⷐߦ߷ߔലᨐࠍޕߔฝㄝ第 3 㗄ߣ

第 4 㗄ࠇߙࠇߘޔߪẢ₸ᚲᓧߩ⾂⫾₸ᄌ化ߣẢࠪߩࠕࠚᄌ化߇ᛩ⾗⽷㔛ⷐߦ߷ߔല

ᨐࠍޕߔ第 5 㗄ࡊ࠶ࠕࠢࡑޔߪ₸ᄌ化ߩㇱ㐷㑆ᩰᏅ߇߷ߔᓇ㗀ޕࠆߢ㧔10㧕ᑼࠍ

回ࠍࠇߘߩᶖ⾌⽷ㇱ㐷߇ᄌ化ߩ₸ࡊ࠶ࠕࠢࡑߩᛩ⾗⽷ㇱ㐷߫߃ޔߦ߁ࠃࠆ߆ࠊ߫ࠇ

ߐዊ߇₸ૐਅߩኻଔᩰ⋦ߩ⽷⾗ᛩߚߓᔕߦᕈᄌ化₸ᩰᏅ↥↢ޔߌߛಽߩߘޔߣࠆߔߣߚߞ

第ޕߔ߷ࠍᓇ㗀ߩࠬ࠽ࠗࡑߡߒኻߦᛩ⾗⽷㔛ⷐߪࠇߎޕࠆߥߊ 6 㗄ߪᶏᄖ㔛ⷐߩᄌ化߇

ᛩ⾗⽷㔛ⷐߦ߷ߔലᨐࠍޕߔ 

ޔࠅ߹ߟޕࠆߢ୯ࠆߔଐሽߦᡰ᭴ㅧ߿ᚲᓧಽ㈩ߩ経済ోߪ㗄ߩߊᄙߜ߁ߩࠄࠇߎ

㔛ⷐࡓࠫ㑐ᢙࡠࠢࡑޔߪ経済ߢ࡞ࡌ߁ߣ↪ࠆߔ㔛ⷐᚑ㐳₸ߣഭ↢↥ᕈ₸

ᓇ㗀ജߩ࿖ኅࠆߔኻߦ経済ᚑ㐳ޔߊ㜞ߛ߹߇ࠕࠚࠪߩ࿖経済ޕߔࠍ⚂㑐ଥߩ㑆ߩߣ

ޔߚࠆߡߌᓇ㗀߽ฃߩⷐ࿃ߩߊᄙߩᏒ႐⊛ⷐ࿃એᄖߪ経済ᜰᮡޔߡ߅ߦਛ࿖߈大߇

ᰴߦㅀޔߦ߁ࠃࠆߴ㔛ⷐߦࠄߐߪࡓࠫⶄ㔀ޕࠆߢ 

 

 ࡞࠺ࡕࡓࠫ㔛ⷐ߁ࠍଔᩰᄌ化ޔ2

 㔛ⷐߩࡓࠫၮᧄޔߪ࡞࠺ࡕ⁛┙⊛ᛩ⾗㑐ᢙ߿ᶖ⾌㑐ᢙ߿ャ㑐ᢙࠍዉޔߕߖ㔛⛎

৻⥌ᑼߩᕡ╬ᑼዷ㐿ߡߞࠃߦߌߛ㔛ⷐࡓࠫ㑐ᢙࠍዉ(14)ޔߒ߆ߒޕࠆߢߩ߽ߚᑼߩ

ฝㄝߩ第 2 㗄એਅߩ࠲ࡔࡄߩਛޔߪߦഭ↢↥ᕈᄌ化ߣଔᩰᄌ化ߦᔕࠆߔน⢻ᕈࠍ

ᜬ߆ߟߊ߇ߩ߽ߟ߹2.2ޔߦ․ޕߥࠇߒ߽߆ࠆߡࠇ 90ޔߦ߁ࠃߚߴㅀߢ▵ 年ઍᓟ

ඨߩਛ࿖ޟޔߪߡ߅ߦਇ⿷経済ޟࠄ߆ޠㆊ経済ߩ߳ޠォ឵ޔࠅࠃߦຠଔᩰ߇ૐਅޔߒ

ડᬺẢ߇ૐਅߩߘޕߚߡߒ⚿ᨐޔ㌁ⴕㇱ㐷ߩਇ⦟ௌᮭჇടࠍ⢛᥊ߦⴕߚࠇࠊ㊄Ⲣᐲ

ᡷ㕟ޔࠅࠃߦડᬺߩᛩ⾗㔛ⷐߪ大ߊ߈ᛥޔߡߒߘޕߚࠇߐડᬺᬺ❣ᡷༀࠆߔߣ⊛⋠ࠍ࿖

ડᬺᡷ㕟ࠆࠃߦ㓹↪ቯᕈߩૐਅޔ߿ᄬᬺ⠪ߩჇടޔࠅࠃߦᶖ⾌㔛ⷐߩ大߽ᛥࠇߐ

90ޔࠅ߹ߟޕߚ 年ઍᓟඨߩଔᩰૐਅߪ✚㔛ⷐߩᄌ化ߦ大ߥ߈ᓇ㗀ࠍਈޔߢߩߚߡ߃㔛ⷐ

 ޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒൊ᩺ࠍᓇ㗀ߩଔᩰᄌ化ࠆߌ߅ߦ㑐ᢙࡓࠫ

ޔߒ߆ߒ 3 90ޔߦ߁ࠃߚߒ␜ߢ 年ઍ೨ඨߣᓟඨߩߣ㑆ߩᶖ⾌㔛ⷐߩᄌ化ߪዊޕߚߞ߆ߐ

วഀߩว⸘㗵ߩ⾗ቛᛩߣ⾌ᯏ᪾ᶖࠆභߦኅ⸘ᶖ⾌ᡰߡߒߘ β ୯߽ߩ 90 年ઍ߅ߦ

ࡓ࠹会ਥ⟵⸘↹経済ࠪࠬ␠ࠆߚࠊߦ㐳ᦼޔ߇ߟ৻ߩේ࿃ߩߘޕߥߡߒᄌ化ߤࠎߣ߶ߡ

⾌ዬࠆߌ߅ߦኅ⸘⺞ᩏߩਛ࿖ޔߢߩ߽ࠆࠇߐಽ㈩ࠄ߆ડᬺ߮ࠃ߅࿖ኅߪቛޔߡ߅ߦ

ߪ↪⾌ቛ⾼ޔࠅ߅ߡࠇ߹߇ߌߛ↪⾌ᡷⵝቛౝⵝޔ⾓ኅߣ⾌⠴ਭ⽷ᶖޔߪߦ↪
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98ޕࠆࠇࠊᕁߣࠆߢࠄ߆ߥߡࠇ߹ 年ߩ都Ꮢㇱቛᐲᡷ㕟ߦޔቛಽ㈩ᐲߪ

90ޔߡߒߘޕߥߡߞࠊᄌߛ߹ߪࡓ࠹ࠬࠪ⸘⛔ߩ᧪ᓥޔ߇ߚߒੌ⚳ 年ઍᓟඨߩࠄ߆ਇേ

↥㐿⊒ߦࡓࡉઍޔߦ߁ࠃࠆࠇߐ都Ꮢㇱߪߢቛߩ⾼ߦ߆⏕߇大ޔߒ߆ߒޕࠆߡߒ

ኅ⸘ߩቛขᓧ⢻ജ㧔ᣂ▽‛ઙଔᩰ㧛Ꮺᒰࠅߚ年㑆นಣಽᚲᓧ㧕ࠄ߆ޔߣࠆਛ࿖ߩ

ቛଔᩰࠅߥ߆ߪ㜞ޔߒ㧔2004 年ߪ 9.1㧕ޔޕࠆߡߌ⛯ߒຠቛߪਛૐᚲᓧኅ⸘ߦ

2004ޔߡߒߘޕ㧔ഏ 2005㧕ࠆߢߩ߽ߥ߆ዯߩᚻߪ 年ߩᣂ▽ಽ⼑‛ઙᢙߪ⚂ 350 ਁᚭ

⚂都Ꮢㇱઍᢙޔߢ 1.5 ంߩ 3%߽ḩޔߣߎߥߚቛ⾼ߩᄙ߇ߊንጀࠆࠃߦᛩ⾗⋡⊛

⾼ࠍߤߥߣߎߚߞߢ⠨ޔߣࠆ߃ቛᛩ⾗߇ਛ࿖ߩ৻⥸ኅ⸘ᶖ⾌ᡰߦභഀࠆว߇Ⴧ

大್ߣߚߒᢿߪߩࠆߔᣧ⸘ޕߥࠇߒ߽߆ታ㓙ޔ⠴ਭ⽷ᶖ⾌ߣቛᛩ⾗ߩว⸘߇᳃㑆ᶖ⾌

ోߦභഀࠆว߽1992ޔ 年߇ 1997ޔ18.1% 年߇ 2002ޔ18.5% 年߇ ࠅߢ19.7% 90 年

ઍᓟඨޔߡ߅ߦዋߒߤ߶ࠇߘޔ߇ߚߒ大ߥ߈ჇടޔߢߩߥߪߢᧄⓂߪߢ 90 年ઍߦ

ߪߡ߅ β  ޕߔߥߺߣߥߡ߈߅ߛ߹ߪᧄᩰ⊛ߩ

90ޔߡߒߘ 年ઍߩਛ࿖ࠆߌ߅ߦଔᩰᄌ化߇ᛩ⾗㔛ⷐᄌ化ߩኻࠆߔᓇ㗀ࠍᬌ⸛ޔߦߚࠆߔ

ቝੳ[2007]ߦၮޔߡߠਛ࿖ޔ߽ߡ߅ߦએਅߥ߁ࠃߩᛩ⾗㑐ᢙࠍផ⸘ߡߒޕߚ 

13210 pbrbybbgk +++=       (15㧕 

ߩଏ⛎ᬺ㧕↥↢ࠡ࡞ࡀࠛޔㅧᬺޔ࿖Ꮏᬺㇱ㐷㧔⾗Ḯណជᬺߪ㕖⺑ᄌᢙޔߢߎߎ

㕖ቛ࿕ቯ⾗↥ᛩ⾗ࠬߩࠢ࠶࠻ᄌ化₸ kg ߪᄌᢙ⺑ޔ7ࠅߢ GDP ᚑ㐳₸ yޔ࿖Ꮏᬺડ

⋉₸㧔Ả✚㗵㧛⽼ᄁ✚㗵㧕ߩᬺ rޔ࿕ቯ⾗↥ᛩ⾗ଔᩰᜰᢙ 1p  ޕࠆߢ

1991ޔࠄ߆⚂ߩ࠲࠺ 年ߩࠄ߆ 2000 年߹ޔ߇ߥ߈ߢ▚⸘߆ߒߢផ⸘⚿ᨐߪਅ⸥ߩ

ㅢࠆߢࠅ㧔ᒐౝߩᢙ୯ߪ t ୯ࠆߢ㧕ޕ 

1079.048.2024.0021.0 prygk −−+−=     567.02 =R     (16) 

   (－0.07) (1.78) (－1.29) (0.69) 

ផ⸘⚿ᨐޔߣࠆߺࠍGDP ᚑ㐳₸ߩଥᢙ߇ᗧߦㄭޔ߇ଔᩰᄌ化₸ߩଥᢙߣ⋉₸ߩଥ

ᢙߪᗧޕߥߪߢផ⸘ᦼ㑆߇⍴߇࠲࠺ޔߊ࿖Ꮏᬺડᬺߦߌߛ㒢ቯޔߚࠆߡࠇߐ

ផ⸘⚿ᨐࠍቢోߦାޔ߇ߥ߈ߢߪߣߎࠆߔએਅ߇ߣߎߥ߁ࠃߩಽޕࠆ߆࿖ડᬺߩᛩ

⾗ቯߪડᬺߩ⋉⁁ᘒߪߣ㑐ଥࡠࠢࡑޔߊߥ経済ᚑ㐳₸ߩᄌ化ࠍൊ᩺ߡߒⴕࠆߡࠇࠊ

น⢻ᕈޔߪࠇߎޕࠆ߇ᰴߢ▵ߩขࠅࠆߍ 4 90ޔߦ߁ࠃߔ␜ߢ 年ઍ೨ඨߩડᬺㇱ㐷ߩ

ޔߡߌะߦᓟඨࠄ߆೨ඨޔࠅߢㅒ߇ภ╓ߩޠലᨐߩᄌ化₸⫾⾂ޟߣޠലᨐߩẢ₸ᄌ化ޟ

Ả₸߇ૐਅ߽ߦߚߒ㑐ޔߕࠄࠊᛩ⾗₸ߪჇടࠆߡߒ㔛ⷐࡓࠫ㑐ᢙߩផ⸘⚿ᨐߣ৻

ޔ߇ߥࠇࠄߪធᓇ㗀⋤ࠆߔኻߦᛩ⾗ቯߩડᬺߪᛩ⾗⽷ଔᩰᄌ化ޔࠅ߹ߟޕࠆߡߒ⥌

ડᬺ⋉ߩૐਅࠍㅢޔߡߓ㊄Ⲣᯏ㑐ߩਇ⦟ௌᮭࠍ大ޔߖߐ㌁ⴕ⾉߇ૐਅࠃߦߣߎߚߒ

 ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚߒૐਅ߇ᛩ⾗㔛ⷐޔߡߞ

ᰴ90ޔߦ 年ઍߩଔᩰᄌ化߇ャ㔛ⷐߦ߷ߔᓇ㗀ࠍ⠨ኤߡߒޕ߁ࠃቝੳ[2007]ࠆࠃߦ

                                                  
ޕߚߒ↪ࠍ࠲࠺ߩᯅญ(2004)㒸ޔߪߢߎߎ 7 tttt IKdK +−= −1)1( 㧘 td ଔఘළᷫߪ

 ޕࠆߢ₸
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₸ታ⾰ᚑ㐳ߩャ㔛ⷐߣ 1Ê ଔߡᑪ࡞࠼ߩኻଔᩰ㧔ᒰ࿖ຠ⋦ޔߦ߁ࠃߔ␜ߦᑼߩᰴޔߪ

ᩰ 1pH ࿖㓙ଔᩰߣ wp િ߮₸Ŵߩ࿖㓙Ꮢ႐ⷙᮨޔߣ₸ᄌ化ߩᲧ㧕ߩߣ ޕࠆߔଐሽߦ 1 2,a a ߪ

Hޔቯᢙߔ␜ࠍᚲᓧᒢജᕈߣଔᩰᒢജᕈߩャ㔛ⷐࠇߙࠇߘ  ޕࠆߢ࠻ὑᦧߪ

n
1 1 1 2 1 1 2
ˆ ˆ ˆˆˆ ˆ( / ) ( )w wE a p p a W a p p a WH H= + = − − +   (17)   

ߪ࠼ࡦ࠻ߥ⊛㐳ᦼޔ߇ࠆߔᄌ化ߊ߈大ߪߦ⊛⍴ᦼߪኻଔᩰ⋦ߩ⽷ャߩ日ᧄޔߡߒߘ

ሽޕߥߒᄌേ⋧႐ߩਅޔߪߢ日ᧄຠߩᑪߡଔᩰߩ࿖㓙ଔᩰߦኻࠆߔ⋧ኻ⊛ૐਅ

ޕࠆߔ┙ᚑ߇⺑ജᐔଔ⾈⾼ޔߪߦ⊛ਛ㐳ᦼޔߢߩࠆࠇߐᲕ⋦ࠅࠃߦߩ࠻ὑᦧޔߪ

ޔࠅ߹ߟ 1 2
ˆ ˆE a W#  ޕࠆߢ

ャଦ進ޔਅߩ࿕ቯ⋧႐㧕ߩ㧔ታ⾰࠻ࡠࡈℂ▤ߪ࠻ὑᦧߩਛ࿖ޔߒ߆ߒ

98ޔࠅ߅ߡࠇߐቯ⸳ߊૐࠅࠃߦᐭޔߡߒߣⅣ৻ߩ╷ 年ߤࠎߣ߶ߪࠄ߆ᄌ化ޕߥߡߒ 
ታ㓙ޔߦਛ࿖ߩャଔᩰᜰᢙࠍ 1p IFSޔ8 ࠍ㧕ャଔᩰᜰᢙߊ㒰ࠍ㧔ਛ࿖ࠕࠫࠕߩ wp ߣ

ኻଔᩰ㧔⋦ޔߒ 1ˆˆˆ ppw −− H 㧕90ޔߣࠆߔ▚⸘ࠍ 年ઍ೨ඨߪߢ年ᐔဋ－8.7%ޔᓟඨ2.2%－ߪ

ߢᓟඨޔࠅࠃߦߍਅࠅಾߥ大ߩ࠻ὑᦧ࡞࠼ኻߩ᳃రੱޔߪߢ೨ඨޔࠅ߹ߟޕࠆߢ

ߪኻャଔᩰᜰᢙ⋦ߩਛ࿖ޔࠅࠃߦૐਅߩャଔᩰߥ大ߦᦝࠅࠃ⋧ᚻ┹ߪ 90 年ઍࠍㅢ

 ޕࠆߔᄌ化ߦ߁ࠃߩᰴߪᑼ(17)ߪߦ႐ว߈大߇ኻଔᩰᄌ化⋦ޕߚߒૐਅߡߓ

n
1 1 1 1 1 2 0 1 1
ˆ ˆ ˆˆˆ ˆ[ (1 )]wE a p m w a a W E aH U U= − − + + + + = +  (18) 

ޔߢߎߎ n
0 1 1 2
ˆ ˆˆˆ ˆ[ (1 )]wE a p m w a WH= − − + + +  ޕࠆߢ

(18)ᑼ(14)ࠍᑼߦઍޔߣࠆߔ㔛ⷐࡓࠫ㑐ᢙߪᰴߦ߁ࠃߩᄌ化ޕࠆߔ 

02111
ˆ)1(ˆˆˆ)]1([ EzzzszLzzazg δδVSδWδWδVUδδV −+'−+++−+=  (19) 

1993ޔߡߒߘ 年ࠄ߆ 2004 年㑆ߩਛ࿖ࠆߌ߅ߦャ⽷㔛ⷐᄌ化ߦኻޔࠆߔ⋧ኻଔᩰᄌ化

ޔ߅ߥޕߚߒ⸘ផࠍャ㑐ᢙߥ߁ࠃߩએਅޔߦߚࠆߔಽᨆࠍᓇ㗀ߩᄌ化ߩ࿖㓙Ꮢ႐ⷙᮨߣ

98 年એ㒠ޔਛ࿖ߩὑᦧ߇࠻ਇᄌ߇ߣߎߚߞߢャ⽷ߩ⋧ኻଔᩰߩᄌ化ߦਈߚ߃ᓇ㗀

ߪᄌᢙࡒ࠳ޕߚ߃ടࠍᄌᢙࡒ࠳ߩ࿕ቯ࠻ὑᦧߦ第ਃ㗄ߩᄌᢙ⺑ޔߒ⠨ᘦࠍ 99 年

ࠄ߆ 1  ޕߚߒߣ

MWppE w 07.0ˆ61.1)ˆˆˆ(103.0ˆ
1 ++−−−= H   72.02 =R     (20) 

  (－1.65)       (3.67)  (2.04) 

                                                  
8 1995 年ߪࠄ߆ਛ࿖‛ଔ年㐓ฦ年 ߩࠇߘޔࠍ࠲࠺એ೨ߪਛ࿖ᶏ㑐࠲࠺㧔ቝੳ߶

 ޕߚߒ↪ࠍ㧕[2003]߆
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ޔߢߎߎ wp IFS ߪ ޔ㧕ャଔᩰᜰᢙߊ㒰ࠍ㧔ਛ࿖ࠕࠫࠕߩ 1p Ŵޔਛ࿖ャଔᩰᜰᢙߪ ߪ

IMF-IFS ߪᢙ୯ߩᒐౝޔߡߒߘޕࠆߢ₸ታ⾰Ⴧടߩ⇇ャ✚㗵ߩ t ୯ޕࠆߢ 

 ផ⸘⚿ᨐࠄ߆ಽޔߦ߁ࠃࠆ߆ਛ࿖ߩャ⽷㔛ⷐߩଔᩰᒢജᕈߪዊޔߊߐᚲᓧᒢജᕈߪ大

ଔᩰ┹ޔࠅ߅ߡߒߣᱞེࠍ࠻ૐ⾓㊄ࠦࠬޔߢਛᔃ߇ૐઃടଔ୯ຠߪャߩਛ࿖ޕ߈

ജߪᩰᲑߦᒝޔࠅ߹ߟޕ9ਛ࿖ߩャ㔛ⷐᄌ化ߪャଔᩰᄌ化ޔࠅࠃᶏᄖ㔛ⷐᄌ化ߩᓇ㗀

ޔࠅߢଥᢙ߽ᗧࡒ࠳ߩ࿕ቯ࠻ὑᦧޔߡߒߘޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎࠆߡߌฃߊᄙࠅࠃࠍ

╓ภޔߪߣߎࠆߢࠬࡊ߇ᐭࠆࠃߦὑᦧ࠻࿕ቯޔ߇ャ㔛ⷐߩ大ߦነਈߡߒ

ߪ㑐ᢙࡓࠫ㔛ⷐޔߊߠၮߦᑼ(20)ޕߔ␜ࠍߣߎࠆ 4  ޕࠆߡࠇߐ␜ߦ

 

3 㔛ⷐࡓࠫ㑐ᢙߩផ⸘ 

⸥ߦ࡞࠺ࡕߩߟੑߩၮ90ޔߡߠ 年ઍਛ࿖ߩ㔛ⷐࡓࠫ㑐ᢙࠍផ⸘ޔߒ⚿ᨐࠍ 4

ߪਛりߩࡓࠫ㔛ⷐޕߔ␜ߢ 90 年ઍߩ೨ඨࠄ߆ᓟඨߡߌ߆ߦᄌ化ޕࠆߡߒ 

 

 4 㔛ⷐࡓࠫ㑐ᢙߩផ⸘⚿ᨐ 

 1992-1997 1997-2002 

1δVUz 㧦↢↥ᕈ⋉ߩ࿖ౝ㈩ಽߩലᨐ 0.64 0.56 

2L̂zδV 㧦㓹↪㊂ᄌ化ߩലᨐ 
   0.7%    0.6% 

sz ˆδW 㧦⾂⫾₸ᄌ化ߩലᨐ －2.1% 0.3% 

SδW ˆz 㧦Ảࠪࠕࠚᄌ化ߩലᨐ 3.0% 0.3% 

'− δVz 㧦ࡊ࠶ࠕࠢࡑ₸ᄌ化ߩㇱ㐷㑆ᩰᏅߩ

ലᨐ 

 1.3%    2.3% 

1
ˆ)1( Ez δ− 㧦ャ㔛ⷐᄌ化ߩലᨐ 

11.4% 10.5% 

㔛ⷐࡓࠫ㑐ᢙ 0.64 1U +14.3% 0.56 1U +13.9% 

⋧ኻャଔᩰᄌ化ߩലᨐࠍಽ㔌ߚߒ㔛ⷐࠫ

 㑐ᢙࡓ

0.60 1U +8.4% 0.51 1U +7.7% 

ᵈ㧦 2
ˆ,,, LWVδ ߪ'ޕߚߒ▚⸘ࠄ߆ㅪ㑐ᬺ↥ߚߒタ⸤ߦᚲߪ 3 ㇱ㐷ഭߚߒタ⸤ߦ

↢↥ᕈ₸ߣଔᩰᄌ化₸ޕߚߒ▚⸘ࠄ߆ 1Ê ធ⋤ࠄ߆ㅪ㑐ᬺ↥ߚߒタ⸤ߦᚲߪ 5 年㑆

ޕߚߒ▚⸘ࠍ₸ታ⾰ᄌ化ߩ Ŝ,ŝ ߩ㕖㊄Ⲣડᬺㇱ㐷ࠆߌ߅ߦ▚⸘࿖᳃経済ߩਛ࿖⛔⸘年㐓ߪ

 ޕߚߒ▚⸘ࠍ₸ᄌ化ߦࠄߐޔߒ▚⸘ࠍ࠲࠺年ᰴߩ₸Ảߣ₸⫾⾂

                                                  
9 ਛ࿖ߩャຠߩૐଔᩰᒢജᕈߦ㑐ࠆߔಽᨆޔߪਣᎹ[2002]ޔ[2003]ޕࠆ߇ߤߥ 
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ᚲ㧦ਛ࿖࿖ኅ⛔⸘ዪޡਛ࿖⛔⸘年㐓ޢฦ年 ޡޔ↥ᬺㅪ㑐1992ޢ 年1997ޔ 年2002ޔ

年  

(1) 90 年ઍߩ೨ඨߣᓟඨޟޔߡ߅ߦャ㔛ⷐᄌ化ߩലᨐߪޠߦ大ߪࠇߎޕ߈ 90 年

ઍਛ࿖ߩ経済ᚑ㐳ߡ߅ߦャ߇大ߥ߈‧ᒁᓎࠍߣߎߚߡߞߥߣ⺑ߩߎޕࠆߔ㑆ޔਛ

࿖ߪ᧲ධᴪᶏㇱࠍਛᔃߦផ進ߚ߈ߡࠇߐャଦ進╷ޔߣ߽ߩ࿖ౝ⽷ߦᲧߴ㜞ャ⽷ߩ

ഭ↢↥ᕈ₸㧔⚂ 2 㧕ޔૐߊ⸳ቯߚࠇߐὑᦧޔ࠻⾓㊄ࠍᱞེޔߦଔߥຠ

ャޕ10ߚߡߞߥߣャ㔛ⷐߩ 90 年ઍᐔဋિ߮₸ߪ ₸㔛ⷐᚑ㐳ߩ⽷࿖ౝޔࠅߢ21%

90ޔว߽ഀߩᯏ᪾ຠࠆභߦャޔߚ߹ޕߚߞߢߩ߽ࠆ回ߊ߈大ࠍࠇߘߩ 年ઍࠍㅢ

92ޔߌ⛯ߒߡߓ 年ߩ 10%ᒙࠄ߆ 2002 年ߪߢ ଔޔߡߒߘޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆභࠍ39%

ᩰᄌ化ࠍ90ޔߣࠆ 年ઍ೨ඨߪߢャ⽷ߩଔᩰ₸ߪᛩ⾗⽷ޔᶖ⾌⽷ࠅࠃૐߊ㧔年₸ߢ

⚂ 2㧑㧕90ޔ 年ઍᓟඨߩャ⽷ߩଔᩰૐਅ₸ࠅࠃߪ大߈㧔年₸ߢ⚂ 6㧑ߩૐਅ㧕ޕ 

㔛ޔߒૐਅߊ߈大ߪലᨐߩャ㔛ⷐᄌ化ޔߣࠆߔಽ㔌ࠍലᨐߩኻャଔᩰᄌ化⋦ޔߚ߹

ⷐࡓࠫ㑐ᢙߩಾ ࠍዊ90ޕࠆߡߒߊߐ 年ઍߩὑᦧ࠻⺞ᢛߣଔᩰ⺞ᢛߦၮޔߊߠ

ਛ࿖ຠߩ⋧ኻャଔᩰߩૐਅޔߪャ⽷ㇱ㐷ࠆߌ߅ߦഭ↢↥ᕈߩᚑᨐࠍᶏᄖ߳ṳ

ޔߖߐഭ↢↥ᕈ⋉ߩ࿖ౝ㈩ಽߩലᨐࠍૐਅߩߘޕߚߖߐ⚿ᨐޔ㔛ⷐࡓࠫ㑐ᢙ

 ޕߚߒૐਅ߽߈ߩ

ޕߚߞߥߊ߈大߇ޠലᨐߩㇱ㐷㑆ᩰᏅߩᄌ化₸ࡊ࠶ࠕࠢࡑޟ (2) 3 ޔߦ߁ࠃߚߒ␜ߢ

90 年ઍᓟඨޔߡ߅ߦᛩ⾗⽷ㇱ㐷ߣᶖ⾌⽷ㇱ㐷ߩഭ↢↥ᕈ₸ߩᩰᏅ߇೨ඨߥ߆ࠅࠃ

ࡑޔߦ߁ࠃࠆ߆ಽࠄ߆ᑼ(10)ޕࠆߡߞߥߊߐዊߪᩰᏅߩ₸ଔᩰᄌ化ޔࠅ߅ߡߞߥߊ߈大ࠅ

ߢߩ߽ߚᒁࠍଔᩰᄌ化₸ᩰᏅࠄ߆ഭ↢↥ᕈ₸ᩰᏅߪㇱ㐷㑆ᩰᏅߩ₸ࡊ࠶ࠕࠢ

2.2ޕࠆߥߊ߈大ࠅࠃ೨ඨߪ୯ߩߘޔࠄ߆ࠆ ߪਛ࿖経済ޔߦ߁ࠃߚߒ⺑ߢ▵ 90 年ඨ߫ޔߦ

ਇ⿷経済ࠄ߆ㆊ経済߳ォ឵ޕߚߒ‛ଔోߪ⊛ߦૐਅޔ߇ࠆߔᶖ⾌⽷ଔᩰߩૐਅ₸ߪᛩ

⾗⽷ଔᩰߩૐਅ₸ࠅࠃᕆỗ90ޕࠆߢ 年ઍᓟඨࠆߌ߅ߦ࿖ડᬺ᳃༡化ߣ᳃༡ડᬺߩᕆㅦ

ਔㇱ㐷ޔߒ߆ߒޕߚߡߒૐਅߦᕆㅦߪวഀߩ࿖ડᬺࠆߌ߅ߦ࿖᳃経済ޔߦዷ⊑ߥ

96ޕ11ߥߪߢߩߚߒૐਅߢࠬࡍߓหߪวഀߩ࿖ડᬺࠆߌ߅ߦ 年ߩ࿖ડᬺޟߩᛧ大

ዊޠ㧔大ဳ࿖ડᬺߦኻࠆߔ࿖ኅ⊛経༡ࠍ大ޔߒਛዊဳ࿖ડᬺߦኻࠆߔ᳃༡化ࠍ進

ޕߚࠇߐߊߥࠍ᳃༡化ߪ࿖ડᬺߩᶖ⾌⽷ㇱ㐷ߐᲧセ⊛ዊ߇ⷙᮨޔࠅࠃߦ✢〝㧕ࠆ

ߪડᬺߩߊᄙߩᛩ⾗⽷ㇱ㐷ࠆߡߒߥࠍᩮᐙߩ࿖経済ޔߊ߈大߇ⷙᮨߦ⊛⛔વޔߒ߆ߒ

᳃༡化߽ࠄ߆ࠇߎޔߒߥߡࠇߐ࿖ኅ⊛▤ℂࠍ⛽ᜬߣߩ߽ࠆߔ⠨ޔߚ߹ޕࠆࠇࠄ߃᳃༡

ડᬺߩෳ߽ᛩ⾗⽷ㇱ㐷ߩೋᦼᛩ⾗߇大ߥ⾗㊄ࠍᔅⷐޔࠄ߆ߣߎࠆߡߒߣᲧセ⊛ߦෳ

ߔ߿ߒᶖ⾌⽷↥ᬺ߳集ਛޕࠆߡߒ⚿ᨐޔ࿖ડᬺߩଔᩰᡰ㈩ജ߇⛽ᜬࠆߡࠇߐᛩ

⾗⽷Ꮢ႐ޔߣଔᩰᒻᚑࠅࠃ߇㔛⛎ᄌ化ߩᓇ㗀ࠍฃࠆߌᶖ⾌⽷Ꮢ႐㑆ࡊ࠶ࠕࠢࡑߩ₸ᄌ化

                                                  
10 ਛ࿖ࠆߌ߅ߦャਥዉဳᚑ㐳ߦ㑐ߪߡߒቝੳ߶ޔ(2002)߆෩(2005)ࠍෳᾖޕߚࠇߐ 
11 1997 年ࠄ߆ 2002 年߹ߩߢ年㑆ޔᎿᬺડᬺోࠆߒߦ࿖ડᬺഀวߩᄌ化ࠍޔߣࠆ

ᶖ⾌⽷ㇱ㐷ߦභࠆ࿖ડᬺഀߩว߇年₸ ᛩ⾗⽷ㇱ㐷ޔߒኻߦߩߚߒૐਅߢࠬࡍߩ15%

ߪ₸ૐਅߩ 㧔ਛ࿖⛔⸘年㐓ߚߞߢ10% 1998 年 2003ޔ 年 㧕ޕ 
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 ޕߚࠇߡߒߣᩰᏅߩ₸ଔᩰᄌ化ޔࠇ߹↢߇ᩰᏅߩ

 ޕߚߒᄌ化߽ޠലᨐߩᄌ化₸⫾⾂ޟߣޠലᨐߩᄌ化ࠕࠚẢࠪޟޔߚ߹ (3)

90ޔߕ߹ 年ઍ೨ඨޟߩẢࠪࠕࠚᄌ化ߩലᨐޟߣޠᛩ⾗₸ᄌ化ߩലᨐߩޠଥᢙߪㅒߦ   

90ޕࠆߡߞߥ 年ઍ೨ඨ߹ޔߪߢ࿖ડᬺߩභഀࠆว߇大ߚߞ߆߈ޔߦડᬺ࠰ޟߪߦ

᭴ߚߡࠇࠊⴕߦή㑐ଥߪߣẢߪᛩ⾗ቯߩડᬺޔࠅ߅ߡߒ化⥸৻߇ޠᚑ✬▚੍ߥ࠻ࡈ

࿑90ޕࠆߖࠊ┍ࠍ 年ઍᓟඨޔߪߢਔᄌᢙ߇หߩߢ߹ࠇߎޔࠅߥߣࠬࡊߊߓ᭽࠻ࡈ࠰ޟߥ

 ޕࠆࠇࠊᕁߣࠆߢᨐ⚿ߚߒዊ❗ߦ߽ߣߣૐਅߩ࿖ડᬺഀว߇ޠᚑ✬▚੍ߥ

ᰴ90ޔߦ 年ઍߩ೨ඨࠄ߆ᓟඨ߳ะޔߡߌẢࠪࠕࠚᄌ化ߩലᨐߪૐਅޔ߇ࠆߡߒ⾂⫾

₸ᄌ化ߩലᨐ߇ޕࠆߡߒ第ੑ┨ߢ⺑ޔߦ߁ࠃߚߒẢ₸ߩૐਅࠍฃޔߡߌᛩ⾗㔛

ⷐߪૐਅޔ߇ࠆߔᐭ߇ᒛ⊛ࡠࠢࡑ╷ࠍណ↪ࡈࡦࠗޔߒᑪ⸳ࠍᆎࠆߔߣ࿖ኅਥዉ

ޔߪࠇߎޕ㧔ᮗ㍑ 2003㧕ࠆߥߦߣߎߚࠇߐᜬ⛽ߪ㔛ⷐ✚ޔߢߩߚߒ大ߊ߈大ࠍᛩ⾗㔛ⷐߩ

Ảࠪߩࠕࠚૐਅࠆࠃߦ㔛ⷐૐਅߩᓇ㗀ࠍޔ߇ࠆߪߢߩ߽߁⋉⁁ᘒࠍήⷞߚߒല₸

 ޕࠆߔᗧ߽ߣߎߚߒჇട߇⾗ᛩૐߩ

 ޕߥߡߒᄌ化ߤࠎߣ߶ޔߊߐዊߪޠലᨐߩ㓹↪㊂ᄌ化ޟ(4)

 

4 㔛ⷐߩࡓࠫᄌ化ߚߒࠄߚ߽ࠍᐲ⊛ⷐ࿃ 

(1)ᚲᓧಽ㈩ߣ⾓㊄ቯࠪࠬࡓ࠹ 

ഭ↢↥ᕈࠄ߆㔛ⷐᚑ㐳ࠆ⥋ߦ経〝ޔߪᚲᓧಽ㈩ߣᡰߩߟੑ߁ߣᲑ㓏ߢ᭴ᚑߐ

ഭߡߞࠃߦ㊄⾓ߪࠇߘޔ߇ࠆߢ㈩ಽߩᚑᨐߩഭ↢↥ᕈߪߣᚲᓧಽ㈩ޕࠆࠇ

⠪ߦಽ㈩ޔ߆ࠆࠇߐẢߡߒߣડᬺߦಽ㈩ޔ߆ࠆࠇߐଔᩰૐਅࠍㅢߡߓᶖ⾌⠪ߦಽ

㈩ߥ߁ࠃߩ߆ࠆߖߐㆬᛯ⢇ߥ߁ࠃߩߎޕࠆ߇ㆬᛯ⢇ߦࠄߜߤޔߡߞߋࠍᄙߊಽ㈩ࠇߐ

 ޕࠆߌฃࠍᓇ㗀ߩⷐ࿃⻉ࠆࠊ㑐ߦ㊄ᐲ⾓ޔߦ․ޕࠆߌฃࠍᓇ㗀ߩᐲ⊛ⷐ࿃ߩᒰᤨߪ߆ࠆ

 3 90ޔߦ߁ࠃߚߒ␜ߢ 年ઍᓟඨߪߢഭ↢↥ᕈߪ࠼ࡇࠬߩૐਅ90ޔ߇ࠆߡߒ

年ઍࠍㅢޔߡߓਛ࿖ߩഭ↢↥ᕈߪ大ߊ߈ޕߚߒㇱ㐷年ᐔဋ₸ޔߪᶖ⾌⽷߇ 10㧑ޔ

ᛩ⾗⽷߇ 8㧑ޔャ⽷߇ 18㧑ߥ߁ࠃߩߎޕߚߞߢഭ↢↥ᕈߩᚑᨐߦ㑐ޔߡߒవ進

࿖ߪߢഭ⚵วߣડᬺ߇⾓㊄ᷤߩ႐ޔߡ߅ߦẢߣ⾓㊄߳ߩಽ㈩₸ࠍቯߒޕࠆߔ

ࠆߢࠅ߆߫ߚߞ߹ᆎޔߪડᬺ集࿅⊛⾓㊄ᷤᐲޔߚߓㅢࠍഭ⚵วߪߢਛ࿖ޔߒ߆

ഭ⠪߇ૐਅߩ₸ഭಽ㈩ޔߪߢਛ࿖ޕߥߒሽ߆ߒߢ⾓㊄߽ᷤ⊛ᬺ↥ޔߒ

↢ᵴߩૐਅޔߡߒߘޔᶖ⾌㔛ⷐߩૐਅ߇✚㔛ⷐૐਅߦᓇ㗀ޔߦ߁ࠃߥߒᐭࡠࠢࡑ߇

₸㊄⾓ޔߡߒൊ᩺ࠍഭ↢↥ᕈߡߒߘޔ₸ଔ‛ޔ₸ഭ↢↥ᕈߩߢ࡞ࡌ

   ޕ12ࠆߡߒᢛ⺞ߦ⊛࿖ኅࠍ

ታ㓙90ޔ 年ઍߩ⾓㊄ߪ࿖ኅ⊛⺞ᢛߩਅޔഭ↢↥ᕈᚑᨐߩಽ㈩ࠍฃߌޕߚߌ⛯ߒ

                                                  
12ਛ࿖ߩ⾓㊄ߦኻࠆߔ⻉ⷐ࿃ߩಽᨆޔߣࠆߺࠄ߆⾓㊄ߦኻࠆߔ↢↥ᕈ࠺ࡦࠗߩ

ߪࡦ࡚ࠪࠢ࠶ 3 ഀ⒟ᐲޔ߇ࠆߢ↥ᬺޔၞߩഭ↢↥ᕈ߇⾓㊄ߦኻߔ

࿖ߦࠬࡌࠍ₸ଔ‛ߣഭ↢↥ᕈߥ⊛ࡠࠢࡑߪ㊄⾓ޕߥߤࠎߣ߶ߪᓇ㗀ࠆ

ኅ⊛⺞ᢛߩਅޔߢⴕౕߩߘޕࠆߢߩࠆߡࠇࠊ⊛ߥភ⟎ޟޔߪߡߒߣᦨૐ⾓㊄ᐲߣޠ

 ޕߚࠇߐෳᾖࠍ෩[2005]ߪߊߒޕࠆࠇࠄߍ߇ޠഭᏒ႐⾓㊄ᜰዉଔᩰޟ
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㜞ޔߢߩࠆߡߒૐਅߪวഀࠆභߦ㗵↥↢߇㊄✚㗵⾓ޔ߽ߡߒ߇㊄᳓Ḱ⾓ޔߒ߆ߒ

ේ[2003]◉ߣߚߞߢ᳓Ḱߩ⒟ᐲࠆ߽ߡߒࡃࠞߦቢోࠍ㊄⾓ߪഭ↢↥ᕈ

ቯ⸳ߊૐࠅࠃ₸ഭ↢↥ᕈޔ߇ࠆߔߡߞࠃߦ࿖ኅ⊛⺞ᢛߪ㊄⾓ޔࠅ߹ߟޕ߁ߪ

 ޕࠆߥߦߣߎࠆߡࠇߐಽ㈩ߊᄙࠅࠃߦẢߪᚑᨐߩഭ↢↥ᕈޔࠅ߅ߡࠇߐ

 

(2㧕ᡰߣᐲᄌ化 

㔛ⷐߩࡓࠫ第ੑᲑ㓏ߪഭ↢↥ᕈߩಽ㈩ߩ⚿ᨐࠆߢᚲᓧߩᡰޔࠅߢᡰ

 ޕࠆߥࠄ߆ャޔ⾗ᛩޔ⾌ᶖߪ

95ޕ߁ࠃߺߡࠍᓇ㗀ࠆߔኻߦᛩ⾗㔛ⷐᄌ化߇㊄Ⲣᐲᡷ㕟ޔߕ߹ 年ޟߩਛ࿖ੱ᳃㌁ⴕ

ᴺޟޔޠਛ࿖ᬺ㌁ⴕᴺࠍޠታᣉߦᆎ߹ࠆ㊄Ⲣᐲߩᡷ㕟ߪ㌁ⴕߩ⁛┙ᕈߣ⥄┙ᕈࠍ大ߊ߈

ะߦ․ޕߚߖߐ 96 年એ㒠ޔ㊄Ⲣ੍ߩࠢࠬ㒐ߣਇ⦟ௌᮭⷙᮨߩ大ࠍᛥࠆߔ᭽ߥޘភ

96ޔᨐ⚿ߩߘޕߚߞߥߒߊߒ෩߇ክᩏࠆߔኻߦ⾗Ⲣޔࠇߐ13ዉ߇⟎ 年એ㒠ߪߢ㌁ⴕޟߩ⾉

ߩߢ߹ࠇߘޔߒૐਅߦᕆㅦߪ₸િ߮⾉ޔߓ↢߇ޠࠅᷦߒ 20㧑એࠄ߆৻᳇ߦ 10㧑એਅߦ

࿖ડᬺ߇㊄Ⲣᐲᡷ㕟ߩߡߒߣ╷ਇ⦟ௌᮭᛥߩ㌁ⴕㇱ㐷ޔߥ߁ࠃߩߎޕߚߒૐਅߢ߹

ޕࠆߔ୯ߦଔ⹏ߪߣߎߚߞߥߦᄾᯏߩ࿖ડᬺᡷ㕟ޔߒߊߒ㔍ࠍޠᚑ✬▚੍ߥ࠻ࡈ࠰ޟߩ

ડࠆߡߒ⿷ਇ߇ᛩ⾗⾗㊄ࠆࠃߦ⇐ౝㇱޔߒૐਅ߇ડᬺẢޔਅߩⅣႺࡈ࠺ޔߒ߆ߒ

ᬺㇱ㐷ޔ߇㌁ⴕߩ⾉ᷫߦ⋥㕙ޔߪߣߎߚߒ᳃㑆ડᬺㇱ㐷ߩᛩ⾗㔛ⷐߩૐਅߒࠄߚ߽ࠍ

 ޕߚ

98ޔߡߒߣⅣ৻ߩ࿖ડᬺᡷ㕟ߣ╷ౝ㔛大ޔߚ߹ 年ࠄ߆ታᣉߚࠇߐ㨬都Ꮢㇱቛᐲ

ᡷ㕟㨭ޔߪ࿖ડᬺߩ⽶ᜂࠍシᷫޔߒડᬺ⋉ࠍ大ࠆߖߐലᨐޔ߽ߡߒߦࠆߪౝ㔛大

ଔߩຠቛޔߦ߁ࠃߚߒ⺑ߢ▵೨ޔ߫ࠄߥߗߥޕࠆᱷ߇⇼ߥ߈大ߪߦലᨐࠆߔኻߦ

ᩰߡᭂߪ㜞ޕᣂߒቛࠍ⾼ޔߪߦߚࠆߔቛࠍࡦࡠ↪ޔ߆ࠆߔ㐳年⾂⫾ࠍ

ࠆ߃ᛥࠍ⾌ᶖߩᒰ㕙ߩ⸘ኅޔߢߩߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒࠍ㊄⾗ߩᏂ㗵ޔߡߞࠃߦ߆ࠆߔ

ലᨐߖࠊ߽ࠍᜬޕࠆߢࠄ߆ߟ㧔2006 ߶ߕߺ㧕ޕ 

 

Φ ↢↥ᕈߩࡓࠫቯᑼ化߮ផ⸘ 

 

࿑ 2 ߥᛛⴚ㕟ᣂߪޠࡓࠫᕈ↥↢ޟࠆ⥋ߦᕈ↥↢ࠄ߆㔛ⷐᚑ㐳ޔߦ߁ࠃߚߒߢ

 ޕࠆࠇߐ᭴ᚑࠄ߆Ბ㓏ߩߟੑߩ㓹↪⺞ᢛߚߓㅢࠍߤߥ㕟ᣂ❰⚵ߣᢛ⺞ߩ⸳↥↢ߚߓㅢࠍߤ

ഭ㊂ჇߣჇടߩ㊂⸳↥↢ߪᚑ㐳↥ޔߒࠄߚ߽ࠍჇടߩ↥ߪჇടߩ㔛ⷐޔߦ⊛⥸৻

ടࠍᔅⷐޕࠆߔߣ⍴ᦼߩઁޔߪߡ߅ߦ࿖⒖ߩࠄ߆᳃ࠍჇޔࠅߚߒ߿ഭᤨ㑆ࠍᑧ㐳ޔߒ

ᣢሽ⸳ߩⒿ₸ࠍ㜞ࠆᣇᴺߢߤߥ㓹↪Ⴧടߣ⸳Ⴧടࠍⴕޔߦߕࠊ↥㊂ࠍჇടߖߐ

Ⴧടߩ↪㓹ߡߒߘޔჇടߩ⸳ޔߪჇടߩ㊂↥ߣࠆߦ⊛㐳ᦼޔ߇ࠆߢน⢻߽ߣߎࠆ

 ޕᄙ߇ߣߎࠆߔߣᔅⷐࠍ

                                                  
13 ઍ⊛ភ⟎ޔߡߒߣⴕಣಽߚߞߣᒻߢ㌁ⴕߩฦߩ࡞ࡌⲢ⾗ᜂᒰ⠪ߦኻߡߒੱ⽿

છࠍㅊޟࠆߔ⚳り⊛Ⲣ⾗⽿છߩޠዉ߇ޕࠆࠇࠄߍ 
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ߞࠃߦߤߥᐲⷐ࿃ޔ࡞ࡌᛛⴚߩઍᤨߩߘߪᲧ㑐ଥߩഭ㊂ߣᔅⷐ⸳㊂ޔߒ߆ߒ

ഭᐲޔߊૐߪિ߮ߩഭ㔛ⷐޔߤ߶ㅦ߇ࡐࡦ࠹ዷ⊑ߩᛛⴚޔࠅ߹ߟޕࠆࠇࠄߡ

 ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߥ߹進߇ઍᦧߩഭࠆࠃߦᛛⴚޔߤ߶ߒ෩߇㓹↪㓚ᐲࠆߌ߅ߦ

ᕈ↥↢ߩਛ࿖ޔߒ⚂ⷐࠍ㑐ᢙࡓࠫᕈ↥↢ߚࠇߐዷ㐿ߢቝੳ[2007]ޔߕ߹ߪߢ┨ߩߎ 

90ޔࠄ߇ߥߒ⋠ᵈߦᐲ⊛ᄌ化ޔߡߒߘޕࠆߔ⸘ផࠍ㑐ᢙࡓࠫ 年ઍ೨ඨߣᓟඨߩ㑐ᢙࠍ

Ყセޕࠆߔ 

 

1 ↢↥ᕈ࡞࠺ࡕߩࡓࠫ 

 ߢㅀޔߦ߁ࠃߚߴ↥㊂ߩჇടߪ↢↥⸳ߩჇടࠍᔅⷐޔ߇ࠆߔߣ⸳ᛩ⾗ߦޔߡߞ

↢↥⸳ߦ⊛⾰߇ߩ߽ߩߘᄌ化ޕߊߡߒ↥ᬺ㕟ޔIT 㕟ࠆࠇߐ⒓ߦߤߥᛛⴚᄌ化ߪ↢

↥⸳ࠍ⾰ߩ⊛ߦᄌ化ޔߖߐຠ 1 නᒰߦ↥↢ߩࠅߚᔅⷐߥഭ㊂ࠍૐਅߟޕࠆߖߐ

ߩᔅⷐഭ㊂ࠆߔኻߦ㊂↥ޔߢߩࠆߖߐૐਅࠍᔅⷐഭ㊂ߪᛩߩᣂⷙ↢↥⸳ޔࠅ߹

ᒢജᕈ nK ߪ 1  ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߐዊࠅࠃ

nnn gL IK −=ˆ     㧔0< nK <1㧘 nI >0㧕  㧔17㧕 

nI >0 ࠊⴕ߇ᦝᣂߩ⸳ߚ߈ዧߩኼޔ߽ߢ႐วࠆߢࡠ߇₸ᚑ㐳↥ޔߪ↱ℂࠆߥߣ

ណࠍᛛⴚߒᣂޔߪᣂⷙ⸳ࠆࠇߐዉߓㅢࠍᦝᣂ⸳ߥ߁ࠃߩߎޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇ

ޔ߇ࠇߎޕࠆߢࠄ߆ࠆ߈ߢ⚂▵߇ᔅⷐഭ㊂ޔߢߩ㜞߇⾰ࠅࠃᣢሽ⸳ޔࠅ߅ߡߒ↪

↢↥ᕈߩࡓࠫ第 1 Ბ㓏̆↢↥⸳⺞ᢛޕࠆߢ 

ᰴޔߦ↢↥ᕈߩࡓࠫ第 2 Ბ㓏̆㓹↪⺞ᢛߡߟߦ⠨ޕ߁ࠃߺߡ߃↢↥㊂ߩჇടߦ

ᒰߪߦᢛ⺞ߩഭᤨ㑆ޔߒ߆ߒޕࠍᢛ⺞ߩഭᤨ㑆ߣ㓹↪㊂ޔߪჇടߩᔅⷐഭ㊂߁

ὼ㒢⇇ߦ⊛ᤨ৻ޔࠅ߇ലߥភ⟎ߦㆊޔߢߩߥ߉એਅߪߢᝥ⽎ޕࠆߔᱷࠆ㓹↪ߩ⺞ᢛ

ࠄ߃ᄌߦ↱⥄ߢⵙ㊂ߩ経༡⠪ޔߢߩࠆߡߟ߮⚿ធ⋤ߣᵴ↢ߩഭ⠪ߪ↪㓹ޔ߇ࠆߢ

㓹↪ߩ࿖৻ߪᒢജᕈߩ↪㓹ࠆߔᄌ化ߡߓᔕߦᄌ化ߩ㊂↥߇㓹↪㊂ޕߥߪߢᄌᢙࠆࠇ

㓚ߦ㑐ࠆߔ⻉ᐲߩᓇ㗀ࠍฃޕࠆߌਛ࿖ߪߢ㐳㑆ޔ࿖ડᬺ㓹↪ߦઍߥ߁ࠃࠆࠇߐ⚳

り㓹↪ᐲ߇㓹↪ᐲߩਛᔃ97ޕߚߞߢ 年એ㒠ޔ࿖ડᬺᡷ㕟ޔࠅࠃߦ大㊂ߩഭ

ജ߇ឃޔ߇ߚࠇߐ⚳り㓹↪ߩવ⛔ߪ߽߅ߥሽ⛯ߥ߁ࠃߩߎޕࠆߡߒ႐วޔ↥㊂ߦ

ኻࠆߔታ㓙ߩ㓹↪ᒢജᕈK(17)ߪᑼࠆߌ߅ߦᒢജᕈ nK  ޕࠆߥߊߐዊࠅࠃ

IK −= gL̂       㧔0<K < nK <1㧘 nn IKIK // = 㧕 㧔18㧕 

ޔߢߎߎ nn IKIK // = ᄌ化ᛥലᨐࠆࠃߦᐲߪ႐วߩࡠ߇₸㓹↪ᄌ化ޔߪ↱ℂࠆߥߣ

ࠍ₸ഭ↢↥ᕈޕࠆߢࠄ߆ࠆߢࡠ߽ U ޔࠅࠃߦ⟵ቯޔߣࠆߔߣ Lg ˆ−=U ߢ

ߦ߁ࠃߩᰴߪ㑐ଥߩߣ₸ᚑ㐳↥ߣ₸ഭ↢↥ᕈޔߣࠆߔઍߦ㧔18㧕ᑼࠍࠇߎޕࠆ

 ޕࠆߥ

IKU +−= g)1(     㧔0<1－K <1㧘I >0㧕     㧔19㧕 
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 ޕࠆߢ㧔1－K㧕ߪ߈ߩ㑐ᢙࡓࠫᕈ↥↢ޕࠆߢ㑐ᢙࡓࠫᕈ↥↢߇ࠇߎ

ᰴ▵ޔߪߢਛ࿖ߩ 90 年ઍޔߡ߅ߦᲧセ⊛大ߥ߈ᄌ化ߚߒ␜ࠍᛩ⾗⽷ㇱ㐷ߦ․ޔᯏ᪾

ㅧᬺㇱ㐷ߩ↢↥ᕈࡓࠫ㑐ᢙࠍផ⸘ޕ߁ࠃߺߡߒ 

 

2 ↢↥ᕈࡓࠫ㑐ᢙߩផ⸘ 

೨▵ߦ࡞࠺ࡕߩၮޔߡߠਛ࿖ߩ 90 年ઍߩ↢↥ᕈࡓࠫ㑐ᢙࠍ೨ඨ㧔1991－1996㧕

ࠍᨐ⚿ߩߘޔߒ⸘ផߡߌಽߦᓟඨ㧔1997－2002㧕ߣ 5  ޕߔ␜ߦ

  

 5 ↢↥ᕈࡓࠫ㑐ᢙߩផ⸘⚿ᨐ 

 1991-1996 1997-2002 

ቯᢙ㗄 0.031(1.31) 0.086(3.77) 

㔛ⷐᚑ㐳₸ߩଥᢙ 0.596(4.59) 0.517(4.53) 

⥄↱ᐲୃᱜ済ߺቯଥᢙ 0.467 0.462 

ᵈ㧦㕖⺑ᄌᢙߪഭ↢↥ᕈ㧔↥ᬺታ⾰↥㗵¸↥ᬺዞᬺ⠪ᢙ㧕ߩ₸ޕࠆߢ

ᒐౝߩᢙሼߪ㨠୯ޕࠆߢ 

ᚲ㧦ਛ࿖࿖ኅ⛔⸘ዪߩ⛔⸘年㐓ฦ年ࠆߌ߅ߦᎿᬺ⛔⸘ߩਛޔࠄ߆৻⥸ᯏ᪾ޔኾ↪ᯏ᪾ޔ

ャㅍᯏ᪾ޔ㔚᳇ᯏ᪾ޔ㔚ሶᯏ᪾ߩߡߒ࡞ࡊࠍ࠲࠺ᬺ↥ߩߟ回Ꮻಽᨆࠍⴕޕߚߞዞᬺ

⠪ᢙޔߪᎿᬺㇱ㐷ߩ✚ዞᬺ⠪ᢙࠍ↥ᬺߩ⡯Ꮏᢙ߇Ꮏᬺోߩ⡯Ꮏᢙߦභഀࠆวޔߢផ

ࠊⴕ߇ಽ㘃ߩኾ↪ᯏ᪾ߣᯏ᪾⥸৻ޔߡ߅ߦਛ࿖⛔⸘年㐓ޔߚ߹ޕߚߒ↪ࠍߩ߽ߚߒ⸘

ਛ࿖Ꮏᬺ年㐓㧔1992ޔߪߡߟߦ㗵↥↢ߩᬺ↥ਔߩ೨ࠆࠇ 年1993ޔ 年 㧕ࠆߌ߅ߦ৻⥸ᯏ

ߣࠆߢห㗵߇㊄⾓ߩᬺ↥ਔߪߡߟߦዞᬺ⠪ᢙޔ↪ࠍ࠲࠺ߩᬺ↥ኾ↪ᯏ᪾ߣᬺ↥᪾

ޔߒߥ↢↥㗵ഀߩวߦၮߡߠဋ╬ߦಽഀߡߒ↪ޕߚߒ 

(1) 90 年ઍߩᓟඨޔࠅߥߦ㔛ⷐᚑ㐳₸ߩଥᢙߪዋߒዊߩߎޕߚߞߥߊߐଥᢙ1ޔߪ ࠄ߆

㓹↪ߩᒢജᕈߚߓᷫࠍ୯90ޔࠄ߆ߒ╬ߦ 年ઍߩᓟඨޔࠅߥߦ㓹↪ߩᒢജᕈ߇ዋߒ大ߊ߈

ߪࠇߎޕࠆߔᗧࠍߣߎߚߞߥ 90 年ઍᓟඨߩ࿖ડᬺᡷ㕟ߦ߁ੱຬᷫޔߣ経済ో

ߦභࠆ࿖ㇱ㐷ഀߩวߦ⊛⛯⛮߇ૐਅߚߌ⛯ߒ⚿ᨐࠍߌߛ࠲࠺ޕ߁ࠈߢߘߣࠆ

ޕ߈大ߪᗧߟ߽߇ࠇߘޔ㧔0.08㧕߇ߐዊࠅߥ߆ߪᄌ化ߩ 1 90ޔߦ߁ࠃߚߒ␜ߢ 年ઍ

ᓟඨߩ経済ᚑ㐳₸ߪ೨ඨߦᲧࠅߥ߆ޔߴ㊰化ޕߚߡߒ経済ᚑ㐳₸߇㊰化ߊߡߒㆊ⒟ߦ

߽ࠍዋᷫߥ߈大ࠅࠃߩ↪㓹߇ૐਅߩ₸ᚑ㐳ޔߪߣߎߚߞߥߊ߈大߇ᒢജᕈߩ↪㓹ޔߡ߅

90ޔߪ大ߩᒢജᕈߩ↪㓹ޔߥ߁ࠃߩߎޕࠆߔᗧࠍߣߎߔࠄߚ 年ઍᓟඨߩ↢↥ᕈࠫ

 ޕߚߒߊߐዊࠍ߈ߩࡓ

(2) ࿑ 3 90ޔߦ߁ࠃߔ␜ߢ 年ઍᓟඨߩ↢↥ᕈߪࡓࠫಾ ߇大ޔࠅߥߊ߈ᣇ߳ࠪࡈ

ޕߚߒ࠻ 3 90ޔߦ߁ࠃߚߒ␜ߢ 年ઍᓟඨޔࠆߌ߅ߦᛩ⾗⽷ㇱ㐷ߩഭ↢↥ᕈߪ 90 年ઍ

೨ඨࠅࠃ大ߊ߈ૐਅޔߒ߆ߒޕࠆߡߒᯏ᪾ㅧᬺࠍߌߛޔߣࠆᓟඨ߇೨ඨࠅߥ߆ࠅࠃ

㜞㧔೨ඨߩ年ᐔဋ₸߇ ߪߢᓟඨޔߒኻߦߩࠆߢ14% ࠲ࡦࠗޔߦ․ޕ㧕ࠆߢ19%

㔚ࠆߔߣೋࠍㅧᬺ࠲ࡘࡇࡦࠦޔߦ⢛᥊ࠍዷ⊑ߩᬺ↥⒖േㅢାߣ᥉ߥᕆㅦߩ࠻࠶ࡀ
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᳇㔚ሶㅧᬺߩഭ↢↥ᕈޔߪ年ᐔဋ 20%ޔߚ߹ޕߚߒᕆㅦߦ⊒ዷࠆߔ⥄േゞ↥ᬺ

ഭ↢↥ᕈ߽年ᐔဋߩャㅍᯏ᪾ㅧᬺޔߓߪࠍ 19%ߥ߁ࠃߩߎޕߚߒഭ↢↥ᕈ

ޔߪ⥄േゞ↥ᬺ㧔ో 15 ␠ਛ14ޔ ߩᄖ⾗ዉߩ大㊂ޔߦ߁ࠃࠆࠇߐઍߦว⾗ડᬺ㧕߇␠

⚿ᨐ90ޕࠆ߽ߢ 年ઍᓟඨޔࠆߌ߅ߦᶏᄖߩࠄ߆⋥ធᛩ⾗ߩว⸘㗵ߪ 2713 ంߞߢ࡞࠼

㗵⸘⚥ߩ⾗ធᛩ⋤ߩࠄ߆ᶏᄖޔᡷ㕟㐿એ㒠ޔߪࠇߎޕߚ 4463 ంߩ࡞࠼ ߎޕࠆභࠍ61%

࠙ࡂ࠙ࡁ経༡ޔ⼂ኾ㐷⊛⍮ߣᧄ⽷ャ⾗ߚࠇߐ化߇ᛛⴚ進ᱠޔߪᵹߩ⾗ធᛩ⋤ߩࠄࠇ

ߚߞࠃߚ߆ߦᯏ᪾ޔߥ߁ࠃߩߎޕߚߒ₂⽸ߊ߈大ߦഭ↢↥ᕈߩਛ࿖ޔߓㅢࠍዉߩ

↢↥ᕈ90ޔ߇ 年ઍᓟඨߩ↢↥ᕈࡓࠫಾ ߩჇടߣߚߒࠄߚ߽ࠍ⠨ޕࠆࠇࠄ߃ 

 

3 ↢↥ᕈߩߟੑߩࡓࠫᲑ㓏ࠆߌ߅ߦ⻉ᐲᡷ㕟 

 

(1) ㊄Ⲣᐲᡷ㕟ߣડᬺㇱ㐷ᛩ⾗㔛ⷐߩૐਅߡߒߘޔᒛ⊛ࡠࠢࡑ╷ 

 3.4 ડᬺޕߚߒࠄߚ߽ࠍૐਅߩᛩ⾗㔛ⷐߩડᬺㇱ㐷ߪ㊄Ⲣᐲᡷ㕟ޔߦ߁ࠃߚߒ⺑ߢ▵

ㇱ㐷ߩᛩ⾗㔛ⷐߩૐਅࠍฃޔߌᐭߪ✚㔛ⷐߩૐਅࠍ㒖ᱛߦߚࠆߔ 98 年ࠄ߆ᒛ⊛⽷

╷ࠍᛂߜᤨߩߎޕߚߒᦼߩᐭᡰߩჇടߪ࿖ડᬺ߳ߩᛩ⾗ޔߊߥߪߢ⽷ߢ

ߢ߁ࠍ⿷㔛ⷐਇޔߊ㜞߇ലᨐߪࠅࠃᡰ⽷ߩ᧪ᓥޔߚߚࠇࠊߦᢛࡈࡦࠗࠆ

ല₸⊛ߣࠆᮗ[2003]ߪᜰ៰90ޔߒ߆ߒޕࠆߔ 年ઍᓟඨࡈࡦࠗߩᢛࠆߔߣߓߪࠍ

ᐭᛩ⾗ߩ大ޔߡߞࠃߦ㕖ቛᑪ⸳㔛ⷐ߇✚ᛩ⾗㔛ⷐߦභഀࠆว߇ᦝߦ大ߚߒ㧔5 年㑆

⚂ߢ 2㧑Ⴧട㧕ޕવ⛔⊛ߦഭ↢↥ᕈ߇ૐᑪ⸳ㇱ㐷㔛ⷐ߇✚㔛ⷐߦභഀࠆว߇Ⴧടߚߒ

 ޕࠆߖߐૐਅࠍ㒢⇇ലᨐࠆߍߒࠍഭ↢↥ᕈ߇㔛ⷐᚑ㐳ޔߪߣߎ

90ޔߚߒߣ⊛⋠ࠍਇ⦟ௌᮭಣℂߣะߩᕈ┙⥄ߣᕈ┙⁛ߩ㌁ⴕㇱ㐷ޔߥ߁ࠃߩߎ 年ઍᓟ

ඨߩ㊄Ⲣᐲᡷ㕟ߪ᳃㑆ડᬺㇱ㐷ߩᛩ⾗㔛ⷐߩૐਅߦࠇߘޔߒࠄߚ߽ࠍขߡߞઍࠆࠊᐭ

ᛩ⾗ࡈࡦࠗߪᢛߩߤߥ㐳ᦼ⊛ᛩ⾗߇ਛᔃޔࠅߢᛩ⾗ല₸߇ૐਅޔ߇ߣߎߚߒ↢↥ᕈ

 ޕࠆࠇࠊᕁߣߚߒߊߐዊࠍ߈ߩ㑐ᢙࡓࠫ

 

(2) ࿖ડᬺᡷ㕟ߣ㓹↪ቯᕈߩૐਅ 

 ↢↥ᕈߩࡓࠫ第 2 Ბ㓏ߪ㓹↪⺞ᢛޔ߇ࠆߢ㓹↪⺞ᢛߪ㓹↪ᐲߩലᨐߦၮߊߠ㓹

90ޔߪߢߎߎޕࠆߥߣߩ߽ߥ߆߿✭ߪࠬࡍߩߘߦߩᕈ⋤⎬ߩ↪ 年ઍᓟඨߩ࿖ડᬺ

ੱຬߩ大㊂ᷫࠍㅢᬺߡߓ❣回ᓳࠍ⋡ᜰޔߔ࿖ડᬺᡷ㕟߇㓹↪⺞ᢛߦኻࠆߔᓇ㗀ߟߦ

 ޕࠆߔ⠨ኤߡ

 ↢↥ᕈࡓࠫ㑐ᢙߩផ⸘ߢขࠅߚߍᯏ᪾ㅧㇱ㐷ߪવ⛔⊛ߦ࿖ડᬺഀߩว߇大߈

97ޕࠆߢㇱ㐷ߔ␜ߦ⊛ဳౖࠍᴫ⁁ߩ࿖ડᬺߚߴㅀߢᧄⓂޔࠅߢㇱ㐷 年ࠄ߆ᆎ߹ࠆ

࿖ડᬺᡷ㕟ߥ߁ࠃߩߎޔߦߐ߹ߪㇱ㐷ࠍਛᔃߦੱຬࠍޔߒ↢↥ല₸ࠍ㜞ᬺޔ

❣ᡷༀࠍ⋡ᜰޕߚߒ೨▵ߢㅀ90ޔߦ߁ࠃߚߴ 年ઍᓟඨߩഭ↢↥ᕈ₸ߪ大ߊ߈Ⴧടߒ

ࠄ߆14㧑ޔࠅ߹ߟޕߚ 19㧑߳ߩഭ↢↥ᕈߪ㓹↪⺞ᢛޔഭജߩߩ⚿ᨐ߽ߢ

 ޕࠆ
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97ޔߒ߆ߒ 年ᡷ㕟ࠆࠃߦᱜⷙ㓹↪ߩૐਅޟޔਅፘ㨭ഭ⠪ߩᕆჇޔᄬᬺ₸ߩჇടࠃߔ␜߇

98ޔ߫߃ޕߚߒჇടߦ大ߪਇⷐ࿃ࠆߌ߅ߦࡓ࠹ࠬࠪ↪㓹ޔߦ߁ 年ߩࠄ߆ᒛ⊛⽷

╷ߦၮߊߠᑪ⸳㔛ⷐߩჇടޔߪ㓹↪ഃߩലᨐ߽ᦼᓙޔߒ߆ߒޕߚࠇߐᑪ⸳ᬺࠆߌ߅ߦ

㓹↪ᒻᘒ߇㕖ᱜⷙቄ▵⊛㓹↪ߩߘޔࠅߢਥߪㄘ᳃Ꮏ(80%)ޔࠄ߆ߣߎࠆߢ㓹↪㊂߇

Ⴧടޔ߽ߡߒ㓹↪ߩቯᕈߪૐਅޕߚߒ㕖ᱜⷙ㓹↪⠪ᢙߪ 90年ઍᓟඨࠄ߆大ޔ߇ࠆߌ⛯ߒ

㕖ᱜⷙ㓹↪⠪㕖ᱜⷙ㓹↪ߩഭ㑐ଥޔߪ㐳ᤨ㑆ഭޔૐ⾓㊄ޔή㓚ޔ⍴ᦼ㓹↪ࠍᗧޔߒ

㓹↪ߩቯᕈࠍ大ߊ߈ૐਅࠆߖߐ㧔ේ 2006㧕ޔߥ߁ࠃߩߎޕ࿖ડᬺഭ⠪ߩ大㊂ᷫ

ࠍ⾌ᶖߩᒰ㕙ޔਅߩᴫ⁁ࠆߢᧂቢ߇会㓚ᐲ␠ޔᄬᬺ⛎ઃޔߪჇടߩ↪㕖ᱜⷙ㓹ߣ

ᛥޔ߃ኅ⸘ߩ⾂⫾ᕈะࠍ㜞ࠆ大ߥ߈ⷐ࿃14ࠆߢߩߚߞߥߣ 

 

Χ ⚿論 

 ㅀߩಽᨆߦၮ90ޔߡߠ 年ઍࠆߌ߅ߦਛ࿖ߩ㔛ⷐߣࡓࠫ↢↥ᕈࠍࡓࠫឬߊ

࿑ޔߣ 3  ޕࠆߥߦ߁ࠃߩ

 

࿑ 3 90 年ઍਛ࿖ߩ経済ᚑ㐳 

                      

↢↥ᕈ 㔛ⷐࡓࠫ(ᓟඨ)       
₸U  g = 7.7% + 0.51 U            ↢↥ᕈࡓࠫ(೨ඨ)  

                          U =3.1% + 0.59 g  

 (17ޔ15)       

↢↥ᕈࡓࠫ(ᓟඨ)     (16㧘13) 
 U = 8.6% + 0.52 g    

     8.6              㔛ⷐࡓࠫ(೨ඨ) 
              g = 8.4% + 0.6 U  

3.1                

       7.7  8.4          

 

࿑ 3 90ޔߦ߁ࠃߔ␜ߢ 年ઍᓟඨߩ㔛ⷐߩࡓࠫߣ߈ಾ ߇ዊޔࠅߥߊߐᏀ࠻ࡈࠪߦ

90ޕߚߒ 年ઍᓟඨߩ࿖ડᬺᡷ㕟ޔߡߞࠃߦ࿖ㇱ㐷ࠆߌ߅ߦഭജ߇大㊂ߦឃߐ

ߩ࿖ડᬺㇱ㐷ߦ߆⏕ޔߪᨵエ化ߩ㓹↪ᒻᘒߣૐਅߩഭ⠪ࠆߌ߅ߦ࿖ડᬺޕߚࠇ

ᬺ ❣ᖡ化ߦᱤᱛࠆߌ߆ࠍᓎഀࠍᨐޔߒ߆ߒޕࠆ߃ߣߚߒߚ࿖ડᬺᡷ㕟ߦޔ߁ᄬ

ᬺ⠪ߩჇടޔ㓹↪ਇቯߩޔߪ経済ߩవⴕ߈ਇቯⷐ࿃ࠍ大ޕߚߒߊ߈⚿ᨐޔ⾓㊄߇

ోޔߒߩ㓹↪ߪჇട߽ߦߚߒ㑐ޔߕࠄࠊ✚ᶖ⾌㔛ⷐߩ₸ࠅ߹ߪჇടߥߡߒ

90ޔߡߒߘޕ 年ઍᓟඨߩᏒ႐߇ડᬺߩẢૐਅߦࠄߐޔߣߎߚߒࠄߚ߽ࠍ㊄Ⲣᐲ

                                                  
14 ਛ࿖ߩኅ⸘⾂⫾ߪ 90 年ઍߦޔࠅᕆㅦߦિ߮1992ޕߚ 年ߩਛ࿖ోᏪߪ₸⫾⾂ߩ 16.7㧑

2000ޔ߇ߚߞߢ 年ߪߦ 24.3㧑߳ߚߡߒ㧔໊ᚑ 2005㧕ޕ 

㔛ⷐᚑ㐳₸ g  
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ᡷ㕟ࠅࠃߦ㌁ⴕߩࠄ߆୫߇㔍ޔߪߣߎߚߞߥߊߒડᬺㇱ㐷ߩᛩ⾗㔛ⷐߩૐਅࠍޕߚ

ߒૐਅߪ₸ߩᛩ⾗㔛ⷐޔࠇߐ大߇ᛩ⾗㔛ⷐߩ࿖ኅਥዉࠆࠃߦ╷大⽷ޔߒ߆ߒ

ߢ₸年ޔ߽ࠄ߇ߥ 10%એޔߪࠇߎޕߚߒᑪ⸳ㇱ㐷ޔߤߥഭ↢↥ᕈߦ߷ߔ㒢⇇ല

ᨐ߇ዊߐㇱ㐷ߩᦨ⚳㔛ⷐ߇Ⴧടࠍߣߎߚߒᗧޔߢߩࠆߔ㔛ⷐߩࡓࠫࠍ߈ዊߊߐ

ޔࠅࠃߦૐਅߩ⇇⊛ャ㔛ⷐࠆߔߣߓߪࠍࠕࠫࠕޔ㊄Ⲣෂᯏએ㒠ࠕࠫࠕޔߚ߹ޕࠆߔ

ਛ࿖ߩャ㔛ⷐߩિ߮₸߽ૐਅޔߒ߆ߒޕߚߒ✚㔛ⷐߦභࠆャഀߩวߪჇടߚߒ㧔1997

年ߩ ࠄ߆18% 2002 年ߩ 21%㧕ޔߪࠇߎޕ↢↥ᕈߩᚑᨐߩᶏᄖ߳ߩṳࠍ大ޕߚߒߊ߈

ߩߟ৻ࠆߔߊߐዊࠍ߈ߩࡓࠫ㔛ⷐޔߒૐਅߪലᨐߩ࿖ౝ㈩ಽߩᕈ↥↢ޔಽߩߘ

ⷐ࿃ߣߚߞߥߣ⠨ޕࠆࠇࠄ߃ 

↢↥ᕈࡓࠫ㑐ᢙߩផ⸘⚿ᨐࠍ90ޔߣࠆ 年ઍᓟඨߪߢ࿖ડᬺᡷ㕟ޔࠆࠃߦ㓹↪⺞

ᢛߩޔߡߒߣࠇ㓹↪ߩᒢജᕈ߇ዋߒߚߒ㧔0.40 ࠄ߆ 0.48 ߳㧕ߩߘޔߒ߆ߒޕ߇߈

ૐਅޔߪߣߎߚߒ㔛ⷐᚑ㐳߇↢↥ᕈߦ߷ߔ㒢⇇⊛ߥലᨐ߇ዊࠍߣߎࠆߡߞߥߊߐ

⺑ޔࠗߚ߹ޕࠆߔ ޔߊૐ߇₸ലߪ⾗ᛩࠆࠃߦ╷大⽷ߩ࿖ኅߚߒߣਛᔃࠍ⸳ᑪࡈࡦ

㔛ⷐᚑ㐳߇↢↥ᕈࠍߒࠆߍ㒢⇇ലᨐࠍૐਅޔߖߐ↢↥ᕈߩࡓࠫ߇߈ዊߊߐ

ࠆࠃߦᵹߩ⾗ᶏᄖ⋥ធᛩ߿ഭ↢↥ᕈߚߞࠃߚ߆ߦᯏ᪾ㅧㇱ㐷ޔߒ߆ߒޕߚߞߥ

వ進⊛ᛛⴚߩዉޔࠅࠃߦߤߥ↢↥ᕈߩࡓࠫಾ ߪჇടޕߚߒ 

ᧄⓂߩಽᨆ⚿ᨐ90ޔࠄ߆ 年ઍᓟඨߩਛ࿖経済ᚑ㐳ߪ㔛ⷐߩࡓࠫᏀࠪߣ࠻ࡈ↢↥ᕈ

ഭ↢↥ᕈޔߪࠇߎޕߚߞߥߦ߆ࠄ߇ߣߎࠆࠇࠄߌߠᓽ․ߡߞࠃߦ࠻ࡈᣇࠪߩࡓࠫ

߇㔛ⷐᚑ㐳ߦ߷ߔലᨐᷫߪዋߚߒ㕙ޔ㔛ⷐᚑ㐳߇ഭ↢↥ᕈߦ߷ߔലᨐߪ

ჇടࠍߣߎߚߒޕߔIT ᛛⴚߩ᥉߿࿖ડᬺᡷ㕟ޔᄖ⾗ዉߩߤߥଏ⛎㕙ߩߢᄌ化ޔߣ

⽷大╷ࠆࠃߦ࿖ኅਥዉߩᛩ⾗㔛ⷐߩ大ޔࠅࠃߦ㔛ⷐ㕙ߩ᧦ઙᖡ化ࠍ✭ߣߚߒ⠨

ࠆߢ15ޠ✢ၮᧄߩ経済ᚑ㐳ޟޔߥ߁ࠃࠆࠇࠊ⸒߫ߒ߫ߒߢਛ࿖ޔߡߒߘޕࠆࠇࠄ߃ 7㨪8㧑

 ޕߚߞߥߦ߆ࠄ経済ᚑ㐳᭴࿑߽ࠆߡߞⴕࠍ࿖ኅ⊛⺞ᢛޔߦ߁ࠃߥࠄਅ回ࠍ

2002 年એ㒠ߩਛ࿖ޔ߽ߡ߅ߦᶖ⾌㔛ⷐߩ大߇大ߥ߈㒢⇇ߦ⋥㕙ޔࠄ߆ߣߎࠆߡߒ

ޕࠆߡ⛯߇ᛩ⾗大ߩᐭਥዉߣャ大ޔߦߚࠆߔᜬ⛽ࠍ₸ᚑ㐳ߡߒ✭ࠍࠇߘ

ਇቯߩ↪㓹ޔߊૐ߇₸ᛩ⾗ലޔߪ⇛ᚑ㐳ᚢߥ߁ࠃߩߎޔߣߊߠၮߦಽᨆߩᧄⓂޔߒ߆ߒ

ὑᦧૐߣૐ⾓㊄ޕߟᜬࠍ㕙ߩ⽶ࠆߖߐᶏᄖ߳ṳࠍᚑᨐߩഭ↢↥ᕈޔߒ大ࠍ

ᶏᄖޔߒࠄߚ߽ࠍⓨᵢ化ᬺ↥ޔⓍ⚥ߩᤃ⿒ሼ⾏ߩᚻ࿖⋦ޔߪ╷ャ大ߊߠၮߦ࠻

⻉࿖ߩਇḩ߁⾈ࠍޔߦᚑ㐳ߩᚑᨐࠍᶏᄖ߳ṳޔߡߒߘޕࠆߖߐᐭਥዉߩᛩ⾗㔛ⷐߩ

Ⴧടߪᐭߩㆊௌോ㗴ޔ㌁ⴕߩਇ⦟ௌᮭ㗴ࡈ࠺ޔജߩ⫾Ⓧޔࠅ߇ߥߟߦߤߥૐ

⾌࿖ౝᶖޔߪߦࠆߔ⸂ࠍ㗴ߩࠄࠇߎޕߔࠄߚ߽ࠍ⾌ᶉߩࠡ࡞ࡀḮࠛ⾗ߪ₸ᛩ⾗ല

㔛ⷐࠍჇടޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥߖߐ␠会㓚ᐲߩᣧᦼ᭴▽ࠆࠃߦ経済ᚑ㐳ᚑᨐߩᐔߥ

ಽ㈩ߦၮޔߊߠᶖ⾌ਥዉဳᚑ㐳߳ߩ╷ォ឵߇ᔅⷐޕࠆߢ 

                                                  
15 ㄭ年ߩਛ࿖ᐭ߇経済ᚑ㐳₸ࠍ 7㨪8㧑ߦࡠࠢࡑޔߪߩࠆߡ経済ⅣႺ߇ᖡ化ޔߒડ

ᬺẢࠍૐਅޔߥߖߐ経済ᚑ㐳߇ᣂߊߒෳࠆߔഭജࠍๆޔߒᄬᬺࠍჇടߥߖߐ

 ޕࠆߔಽᨆߪߤߥ大ᯅ[2005]ޔ⒟[2003]ޔ ᩅ[2002]ߣࠆߢ₸ᦨૐၮᧄᚑ㐳ߩߚ
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���\DUYH+ࠊࡾࡿࢂᛦ࡛࠾࠷ࡢ࡚ࡡ࠷㸡᰷ᙁࡢⓆ࠹࠷࡛࠷�ೇࢅゕⴝࡡ��

ࡡࡐ㸡ࡊᏋᅹ㛣Ⓩ⛓ᗆ✭ࡡᏋࡡ࠾ࡼ㸡ర࡙ࡊᴣࡢఌ⌦ㄵ♣ࠔ㸡ࡣࡼࡾࡽ

ᮇⓏ᰷ࡡெ㛣⾔Ⅵࢅ㛣✭ࡢ࠷ࡾ࠵㸡࠾࡛ࡆ࠹࠷࡛ࡾࡌ⾔㐅⛤㛣Ⓩ㐛࡚࠾

㛣Ⓩ㝸ባ✭ࡾ࠹ࡊࡲ࡛ࡡࡵഃ↓Ⓩ࠷ࡼࡒ࡞ࡾ㸡࡛ࡂࡢ㟻࡚ഁ

ࠊࠕࡾ࠷࡙ࡊ࡞๑ᥞࢅ࡛ࡆ࠹࠷࡛ࡾ࠷࡙ࡊ΅ࡂࡊࡾࡋࡔ࠷

࣐ࠊࡾࡲ࡙࠻⩻࡙࠷ࡗ࡞ࢸ࠹࠷࡛ࣈ࣭ࣜ࣬ࣞࢠ࣏࣬ࣞࢠ࣐㸡ࡣ࠻࡛ࡒࠈ

ࠊࡾ࠵࡚ࡡࡵᙔࡖ┷࡞㟸ᖏࡢᇱᮇⓏⓆ࠹࠷࡛ࡾࡌ⏕பష┞ࣞࢠ࣏࡛ࣞࢠ

ࡻ࠽ࣞࢠ࣐㸡ࡣࡼࡾࡌ࡛࠹ࡻࡲ࡙࠻⩻࡞රమⓏࡊᑛࢅ⏕பష┞ࡡࡐ㸡࡚ࡆࡐ

ࠊ࠹ࢀࡓࡾࡂฝ࡙ၡ㢗࠹࠷㸡࡛࠾ࡡࡾࡄࡘ⨠న࡞ࡆࢅࣜ࣊ࣝ࠹࠷࡛ࣞࢠ࣏ࡦ

ࣞࢠ࣏࡙ࡌࢅ࣭ࣜࢢࢪࡡ௧୕ࡿࡐ㸡ࡊ⠂ᅑ࡛ࡡ▩ヾࡡெࢅࣞࢠ࣐ࡣ࠻࡛ࡒ

ࣜ࣊ࣝࣞࢠ࣏㸡ࡡࡡࡵࡾ࠷ࡢ࡙ࡊࡽࡀࡖࡌࡢࡿࡆࠊࡾ࠵᪁ࡽࡷ࠹࠷࡛ࡾࡌ࡛

⤊ࢪࢠࢴࢺࢮ࣭࢛ࡢ࠷ࡾ࠵ࠊࡾ࠵Ⅴ࡚ၡ㢗࠹࠷࡛࠷ࡿࡈ㝀ᏽࡂࡒࡖࡱ

ῥᏕࡡ༇ฦࡱࡱࡡࡐࢅ⏕࡙ࡊ㸡ࡢࣞࢠ࣐ெ࡛௺ᴏ㸡ࡾࡹࢂ࠷ࡢࣞࢠ࣏ᅗẰ

⤊ῥࣝࡽࡷ࠹࠷࡛ࡾࡌ࡛ࣜ࣊᪁ࣜ࣊ࣝ࠹ࡻࡡࡆࠊࡾࡿࡼ࠻⩻シᏽណࢅ

⤊ᅗẰࡏࣜ࣊ࣝ࠹࠷࡛ࣞࢠ࣏ࠊࡾ࠵ၡ㢗ࡵ࡚ࡆࡆ㸡ࡓ࠾☔ࡢ࡛ࡆࡗࡵ

ῥ࡚࠾ࡡ࠷ࡼࡣࡿࡄㄕ᪺ࡾࡿࡈᚪこࡵ࡙ࡊ࡞ࡿࡍ࠷ࠊࡾ࠵㸡♣ఌⓏ

                                                                                                                                                    

✭௫㞹ᏄⓏࠊࡾ࠵࡚ࡡᚪこິ⛛ࡡெ㛣࡞ࡠࡗ㸡ࡢ࡞ິ⛛ࡡၛဗ࡙ࡊࡐ

㛣㸡᧷࠷ࡡ㸡⣟⢃ᕰሔࢅྊ⬗ࡵ࡙ࡊ࡛ࡾ࠻ࡲ࡞࠹ࡻࡾࡌ࡞㸡ࡢࡿࡐ㟸

ᖏຘ഼ᙁᗐ࡞ỬᏽⓏ࡞౪Ꮛࠊࡾ࠷࡙ࡊ⌟ᐁࡡ✭㛣ࡡᕵ࡛௫✭㛣ࡡఘᘿ

㐘ࡒࡿࡈຊ㏷ࡡ∸㸡࠹ࡻࡒࡿよ࡞⠾༟ࡂࡇ㸡ࡢකᬊࡾࡿࡼ࡛ࡄུ࡙ࡊ࡛

㆗ࡡ࢛ࣛࣛ㸡ࣥࢆࢀࡔࡵࠊࡾ࠷࡙ࡿࡈⁿฝ࡙ࡖࡻ࡞㛣⥽ᠺ✭ࡾࡌ࡞⬗ྊࢅິ

ㄵࡢሒ♣ఌࡢ࡚ࡡࡵࡡࡄࡓࡾࡑ࡞ࢆࡒࡓࡒࢅ㇗⾪ࡡỬࡂ࡙ࡊ㸡ࡆࡆ

࡞࢛ࣛࣛࣥࠊࡂ࠽࡙ࡊゕࢅ࡛ࡆ࠷࠾ࡊ࡚ࡡࡵ㒂ฦⓏ࡞㟸ᖏࡢゕཀྵࡡ࡚

ࢅ㸡✭㛣ᴣᛍࡒࡿࡈぜᏽ࡙ࡖࡻ࡞㛭౿ࡡ㸡㛣࡛࠹࠷࡛ࠕ㏷ᗐࠔ㸡ࡢ࡙࠷࠽

ၡ㢗ࡾࡌ᪁Ἢࠊ࠹ࢀࡓࡾ࠻࠷ࡵ࡛ࡒࡖࡓ



ࡡࢅ࣭ࣜࢢࢪࡡࡐ㸡ࡣࡿࡌ࡛࠹ࡻ࠻⩻ࢅ␏ᕣࡡࣜ࣊ࣝࡾࡄ࠽࡞ࢷࣛࣛ

✭ࡡ࠾ࡼࢆࠊ࠹ࢀࡓ↓ᙔࡢࡡࡾࡂ࡙ࡖ␏Ⅴ࡙ࡖࡻ࡞࠾ࡾࡌシᏽ࡞࠹ࡻ

㛣Ⓩ⠂ᅑࢅシᏽࡣࡿࡄࡊ㸡␏ࡾㅎࣝࡡࣜ࣊㛣ࡡᐁᅹⓏ㛭౿ࢅၡ㢗࡛࡙ࡊ

シᏽࠊ࠷ࡀ࡚ࡢ࡛ࡆࡾࡌ

ᅗࡾࡹࢂ࠷ࡢࣞࢠ࣏ெ࡛௺ᴏ㸡ࡢࣞࢠ࣐㸡ࡢ༇ฦ࡚ࡾࡄ࠽࡞ῥᏕ⤊ࡡ㏳ᖏࠈ

Ằ⤊ῥࣝࡔࢂࡌࠊࡒ࠷࡙ࡖ࡛ࣜ࣊㸡පヾࡡ⌦ㄵ࡙࠷࠽࡞㸡✭㛣Ⓩ࣭ࣜࢢࢪ

ㄵ⌦࡙ࡊమ࡛⮤ࡿࡐ㛣࡛ྜྷᵕ㸡✭ࡵ㸡ᅗᐓࡊ࠾ࡊࠊࡾ࠵㸡ᅗᐓ࡚ࡢᇱᮇ༟నࡡ

Ⓩ࡛ࡆࡾࡿࡈ✪᥀࡞ᑛ࡞࠹ࡻࡒࡖ࠾ᛦࣞࢠ࣏ࠊࡾࡿࢂ⤊ῥᏕ࡙࠷࠽࡞ᅗᐓ

ࡼࡾࡲ㚯ࢅ࡛ࡆࡾ࠷࡙ࡖฦỀᕃ࡛ࡀኬၡ㢗࠹࠷࡛࠾ྫྷ࠾ຝ᭯➿ᨳࡡ

㸡⌦ㄵⓏࡢᅗᐓ࡙࠷࠽࡞ㄵ⌦ࣞࢠ࣏ࠊࡾ࠻ゕ࠻ࡈ࡛ࡾ࠵࡚↓⮤ࡢⅤࡡࡆ㸡ࡣ

びⅤ࡞ᚺ࡙ࡋ㒌ྙࡂࡻንᩐࢅ᧧షࡾࡌ୯❟Ⓩ㐠ර̿̿ࡿࡐ㤫ᑹࡂࡻᠺᯕࢅ

࠾ࡊ࡚̿̿ࡾ࠵࡚ࢀࡆ࡛ࡾࡿ࠾ฦࡡずゆ࡙ࡖࡻ࡞ᏕὬࡢ࠾࠹࠾ࡡࡾ࠹ࡅ࠵

⤣ࡣ࠻࠷࡞☔⢥ࡽࡻ㸝ࡡᅗᐓ࡞๑ᥞ↋ࡢびⅤࡡ⩾㸡ฦᯊࡣ࠻ゕ࡞㏣ࠊ࠷

ࡒࡖࡱ࡙ࡊᑊ࡞㇗ฦᯊᑊࡢᅗᐓࠊ࠷ࡿ▩ࡵ࠾ࡡࡾ࠷࡙ࡊ㸴㸞びⅤ࡛ྜྷୌࡡ

හ࡞ࣜࢸ࣓࡞Ᏸධࢅ㸡ᅗᐓ࡞࠹ࡻࡡⓏᙽ⌦ㄵ⌦ྙࡢ࠷ࡾ࠵㸡࠾ࡾ࠵አⓏ࡚ࡂ

㒂ࡡࡐ࡚࡛ࡆࡾࡌ⌟ᐁᛮࢅᾐཡࠊࡾ࠵࡚࠾ࡿࡍ࠷ࡡ࠾ࡾࡌ

࠷ࡵ࡚ࡱ࠹ゕࡢ࡛ࡆࡾ࠷࡙ࡿࡈ㔔ちโᗐ࡙࠷࠽࡞ࢲ࣭ࣞࣈࡡ㟸ὮὬࠈ

ᯮ࡚ࡵࡿࡄࡾ࠵ࢲ࣭ࣞࣈࡱࡉࡱࡈࡢ࡞ࡆࡐࠊࡾ࠵㸡㟸ᖏࠔ␏≁࡞โ

ᗐ࡛࠷ࡻࡵ࡙ࡖ࠷࡛ࠕᛦࠔࡾࡿࢂᅗᐓࡢ࣏࣭ࢷ࠹࠷࡛ࠕ㸡ࡓࡱࡓࡱᮅ㛜ᢽ࡚࠵

Ⓩࣞࢠ࣏㸡ࡣࡼࡾ࠻⩻ࢅၡ㢗Ⓩࣞࢠ࣏ࡾࡹࢂ࠷㸡࡞ࡂ࡛ࠊࡾ࠻ず࡞࠹ࡻࡾ

ㅎโᗐࢅᅗᐓࡼ࠾วࡽ㞫࡙ࡊᤂࢆ࡛ࡢ࡛ࡆࡾ࠻ㄵአ࡚ࡽ࠵㸡ࣞࢠ࣐ࡒࡱⓏ

ࡿࡼ࠻⩻ࡢ࡛ࡾ࠵びⅤ࡚༎ฦ࡚ࡒࡖ࠷࡛⩞ៈࡷࣤࢷ㸡࣭ࣜࡵ࡙ࡊ㛭࡞โᗐ

♇Ⓩᇱࣞࢠ࣐ࠔࡾࡹࢂ࠷ࡢ࡙ࡖࡻ࡞㸡ሔྙ࡙࠷࠽࡞ࢲ࣭ࣞࣈࡡโᗐࠊ࠷

ࠊ࠷ࡿࡊࡵ࠾ࡾ࠵ྊ⬗ᛮࡾโ⣑࡛ࡡ✪◂Ⓠ࠹࠷࡛ࠕࡄࡘ

㸡ࡢࡡࡾ࠷࡙ࡖ࡛┘ࡦ⤎ỬᏽⓏ࡞㝷ࡾ࠻⩻ࢅၡ㢗ࡡᅗᐓ࡛✭㛣ࡡ㎾ࠈ

ᶊ࡛࠹࠷ᴣᛍ࡚ࠊࡾ࠵ᶊ࡛ࡢ㸡አᅗࡡᖱῦ࠹࠷࡛࠷ࡄུࢅណ࡚ᑊአⓏ࡞㸡

࠵㸡⤧ᑊⓏ࡚࡞ណ࡚ᑊහⓏ࠹࠷࡛࠷ࡿࡈᖱῦࡵ࡞ເງࡾ࠾࠷ࡡᅗහࡒࡱ

≁࠹࠷మโ࡛ࣛࣆࢹࢪ࢘ࡾࡹࢂ࠷ࡢᶊᅗᐓࠊࡾࡌណࢅ࡛ࡆ࠹࠷࡛ࡾ

Ṟᅗᐓ㛣࡙ࡴࡋࡢ࡙࠷࠽࡞࣑ࢷࢪࢨᠺ❟ࠊࡾ࠹ࡊᅗẰ⤊ῥ࡛࠹࠷༟నࡢᶊ

ᴣᛍࢅᢜࠊ࠷࠻ࡽ࠵ࡢ࡙ࡊ࡞ࡀ



㛣⥽ᠺ✭ࣜࣁ࣭ࣞࢡ㸡࡙ࡖࡃࡴࢅᒈ㛜ࡡࣤࣘࢨ࣭ࢭࣛࣁ࣭ࣞࢡࡾࡹࢂ࠷ࠈ

ᅗሾࢅ↋ណࡒࡖ࠷࡛࠾ࡡ࠷ࡢ࡚࠹ࡐࡵ࡛ࡿࡐ࠾ࡡࡾࡌ࡞ၡ㢗ㄊࠊࡾࡿࡼ

ࡊࡽࢂᵕንࡂࡀኬࡵ᪁ࡽ࠵ࡡ㸡ᅗᐓࡊንᐖ࡞Ⓩࡢ㛣✭࡙࠷࠽࡞⌟࡞࠾ࡊࡒ

㸡✭㛣ࡐࡆ࡞ࡴࡒࡾ࠻ᤂࢅṌྍⓏን࠹ࡻࡡࡆࠊࡾ࠻ず࡞࠾ࡾ࠷࡙ࡊ࡛࠹ࡻ

࡛ᅗᐓ࡛࠹࠷ၡ㢗ࢅᴣᛍⓏࡾࡌ✪᥀࡞ᚪこ࠹ࡻࡡࡆࡂࡵ࡚ࡱ࠹࠷ࠊࡾ࠵

ࡳ᥏ࢅ⣊ཾࡡ㸡ၡ㢗ࡢ࡚✇㸡ᮇࡾ࠵࡚ࡡࡵࡾࡁࡌࡀኬ࡞ࡽࡱ࠵ࡢシᏽ࣏࣭ࢷ

ࠊ࠷ࡒࡲムࢅࢲࢴࢢࢪࡡࡴࡒ

㸧㸣✭㛣࡙ࡊ࡞࠾࠷ࡢ࠷ࡾ࠵ࠈ⏐⏍ࡡ✭㛣ࢅၡ㢗࠾ࡡࡾࡌ

ࡆ㸡ࡼࡊ࡛ᰶࡡࡐࢅ㇗⾪ࡡ㛣✭࠹࠷ᕰሔ࡛ࡢῥ⌦ㄵ⤊ࢪࢠࢴࢺࢮ࣭࢛ࠈ

࣏ࡢⅤࡡࡆࠊࡒࡖ࠵ᾐᴗⓏ࡚ࡢ࡞࡛ࡆ࠹ࡽཱི࡞ㄵⓏ⌦ࢅᐁᛮ⌟ࡡ㛣✭࡚ࡱࡿ

࡞㛣✭࡞ࡈࡱࡢࡡࡵ࠹࠷࡛⛤㐛ࡡ㸡ᐁᅹࡊ࠾ࡊࠊࡾ࠵ᵕ࡚ྜྷࡵῥᏕ࡚⤊ࢪࢠࣜ

ࡈ๑ᥞ㛣✭ࡡ࠾ࡼరࡵ࡙ࡖ࡛࡞⛤㐛ࡾ࠾࠷㸡ࡽ࠵࡚ࡡࡾࡌ⾔㐅ࡐࡆ࡙࠷࠽

ࠊࡾ࠾ࢂ࡛ࡆ࠹࠷࡛ࡓ㔔こ࡞㟸ᖏࡢၡ㢗ࡡࡆ㸡ࡣࡿࡌ࡛࠷ࡼࡣࡿࡄࡿ

ࢅ⾔⛛ࡡ㛣ࡡࡼࡿࡐࡦࡻ࠽ㅎዉᶭࡾࡿࡈ㸡༇ืࡾࡄ࠽࡞Ὦ㏳ࡡ㸡㈠ᮇࡣ࠻࡛ࡒ

᳠ゞࡣࡼࡾࡌ㸡ຘ഼ᕰሔ࡛ၛဗᕰሔ࣭ࣤࢰࣂࡡ㸡✭㛣Ⓩฦᴏ࡛ᾐ㈕ࡡ✭㛣Ⓩ

ฦࡡ࣭ࣤࢰࣂࡡᙟᠺࢅ㏳࡙ࡋ㸡ࡡࡼࡿࡆ㐛⛤ᆀ⌦Ⓩᇱ┑࡛ࡆࡗࡵࢅ

こࡡᢀึࡡᚉᮮࡾࡌᑊ࡞ῥ⌦ㄵ⤊ࢪࢠࢴࢺࢮ࣭࢛ࠊ࠹ࢀࡓࡾ࡞࠾ࡼ᪺

ㄵⅤࡢ㸡ࡡࡐ↋㛣Ⓩᛮ㈹࡚ࠊࡒࡖ࠵ᮇ✇ࡡࡆࡵᘿྜྷ࡞ណࡾ࠵࡚ࡡࡵࡾࡌ

ࡡࡵࡡืࡢ᪁࡛࠻⩻ࡾࡌ࡛ࡾ࠹ࡿࡈ㑇ඔ࡞㛣ࡢ㸡✭㛣Ⓩၡ㢗࡛࡛ࡆࡡࡐ㸡

㸡࡞࠹ࡻࡾࡿよ࡞㸡ᚃࡢ࡛ࡆࡾࡌ࡛࠹ࡻࡊ㑇ඔ࡞㛣ࡂ࡛ࡇ࡛ࡆࢅ㛣✭ࠊࡾ࠵࡚

ࠊࡾ࠵㛭ᚨ࡚ࡡࡼ࠾びⅤࡡ㈠ᮇࢀࡊࡳ

ၡ㢗ࢅḗඔ࠹࠷㛣࡛✭ࠊ࠾ࡡࡀࡾ࠻⩻࡞࠾࠷ࢅࡡࡵ࠹࠷㸡✭㛣࡛ࡢ࡚ࠈ

ࡢ࡙࠷࡙ࡖࡱ࡛࡞࡛ࡆࡌࡲ࡛ࠕ๑ᥞࠔࡡ⛤ఌ㐛♣ࡓࡒࢅࡿࡐ㸡ࡢ࡞ࡾࡌ

���\0DVVHࠊ࠷ࡼ�⌟ㅎࡾࡌᵋᠺࢅࡿࡐ㛣㸝࡛✭ࠔ㸡ࡣࡼࡾࡽೇࢅゕⴝࡡ��

㇗㸞ࡢ㸡༟⣟࡞ཋᏄࡒࡿࡈᑊ㇗ࡷ࣭ࣤࢰࣂࡡฦᕱ࡛ࡵࡽࡻ࡙ࡊ㸡ㅎ㛭౿㸡

ࠕࡾࡿࡈᛍᴣ࡞─᭯ࡽࡻ㸡ࡼ࠾Ⅴびࡡ౿㛭ㅎⓏఌ♣ࡒࡿࡈࡒ࡞ᶊງࡵ࡚࠾

�㑝ズ S���ࠔࠊ♣ఌⓏㅎ㛭౿Օ Օ ࡢ࡚ࡡၡ㢗࠹࠷࡛ࡾࡌᆀᅒ࡞୕ࡡ㛣✭ࢅ

ၡ࡞ࡈࡱࡐࡆ࡛ࡆ࠹࠷࡛ࡾ࠷࡙ࡊ㉫⏍࡙ࡖࡃࡴࢅ㛣✭ㅎ㛭౿ࡡࡼࡿࡆࠊ࠷



㢗ࠔࠊࡾ࠵࡚ࡡ✭㛣♣ఌⓏ࡞ᵋ㏸ࡂ࡚ࡄࡓࠕࡾࡿࡈՕ Օ 㸡♣ఌⓏࣞࣈ

ྜྷ�ࠕࡾ࠵࡚ࡡࡾ࠷࡙ࡿࡈᵋ㏸࡞㛣Ⓩ✭ࢪࢬ SS���⛤㸡♣ఌ㐛ࡢ㛣✭ࠊ����

࡛ࡥࡡணⅤ㔔こࡡ࡙ࡖ࡛࡞⛤㸡♣ఌ㐛ࡽ࠵ࡵ᮪௲࡚ࡡࡐࡒࡱ㸡ࡽ࠵࡚⏐ᡜࡡ

ࠊࡾ࠵࡚ࡡࡗ

ࡊ࡙ࡊ㢟ᅹ�ࡀິࡾࡿࡣࡵ࡛ࠕ㛣ㄵⓏ㌷ᅂ✭ࠔ࡙࠷࠽࡞ఌ⌦ㄵ♣ࡡ⌟ࠈ

ࡾ࠵࡚⩾✪◂⾪Ⓩࡡࡐ㸡ࡗ⤊ࡂࡼࡣ ࡷ࣭࢘ࣥࣀ�' ỬᏽⓏ࡞ࣔࢩࢮ�)

ᙫ㡢ࢅࡡࡾ࠷࡙࠻㸡+�ࣜࠔࠊࡾ࠵࡚ࣜࣇ࣭࢘ࣆ✭㛣ࢅࠕၡ㢗࠷ࡢ࡛ࡾࡌ

ᚉᮮ㸡✭㛣࡛ࠊ࠹ࡻࡲ࡙࠻⩻࡙ࡖἚ࡞�������㸡/HIHEYUHࢅ࠾ࡡ࡛ࡆࡾ࠾

࠻⩻࡙ࡊᐖჹ࡛࠷ࡡ㸡୯㌗ࡡࡵᚨⓏࡢ࠷ࡾ࠵㸡ࡡࡵ㸡ᩐᏕⓏࡢࡡࡵ࠹࠷

රమⓏࢅ㛣✭࡞ࡠࡗ㸡ࡢ࡙࠷࠽࡞ఌ♣ࡡୌ᪁࡚⌟ᐁࡊ࠾ࡊࠊ࠷ኣ࡛ࡆࡾࡿࡼ

㛣✭ࡔࢂࡌࠊ࠹ࢀ࠵࡚࠾ࡼ᪺ࡢ࡛ࡆࡒ࠷࡙ࡖㄚ㢗࡛࡛ࡆࡾࡂࡘࡔࡒ࠾࡞

Ⓩᐁ㊮࡚ࠊࡾ࠵ᘋ⠇㸡ஹ㏳㸡㒌ᕰ゛⏤ࡷᅗᅰᩒങ㸡ᅗ㝷㛭౿ࡷᆀᇡ㛣ࡡ㛭౿ࡢ㸡

♣ఌ㐛⛤㐅⾔ࡾࡌሔࢅᙟᠺࡊ㸡ྜྷ࡞♣ఌ㐛⛤ࡡష⏕ࠊࡾࡄུࢅ

࡛ິ⾔ࡡࠕమࠔ㸡ࡄࡘ᮪௲ࢅᏋᅹࡡࠕమࠔᅹᛮ࠹ࡻࡡࡆࡡ㛣✭ࠔ

ゕㄕࢅ᮪௲ࡄࡘ㸡ࠔమࡡࠕᶊ㝀࡛⬗ງࢅ᮪௲ࠔࡓࠊࡾࡄࡘమࡡࠕᏋᅹ㸡

⾔ິ㸡ゕㄕࡢ㸡✭㛣ࡡᅹᛮࢅ๑ᥞྜྷ࡛ࡾࡌྫྷࢅࡿࡐ࡞ᏽࠊࡾࡌమࡢ✭

㛣ࢅ㝸ᐐ࡛࡙ࡊ㸡࡛ࡢ࡞ࡀᐖ㉟࡞࠷ࡡ෫㓖࡚ᢤᢘງࡒࡖࡵࢅᐂびᛮ࡛

Օࠊࡾࡍវ࡙ࡊ Օ ✭㛣ࡒࡱࡢ㸡ንᙟࡡࡾࡌ㞬ࡂ࡚ࡄࡓ࠷ࡊ㸡ንᙟࡡムࡲ

⥑ࡡ㛣✭࡙ࡖࡒࡊࠊࡾ࠷࡙ࡿࡈ㜭㆜࡙ࡖࡻ࡞ぜ์࠷ࡊཚ࡙ࡴࢂࡀࡾࡍ⚏ࢅ

࠷ࡒࡵࢅࡀࡗࡦ⤎ࡡᏽ≁࡛ࡿࡐࡍࡒࡵࢅሔࡡᏽ≁࡞ࡆࡐ࡞ࢆࡒ㸡ࡢ⧂⤄≟

                                                  

��✭㛣ㄵⓏ㌷ᅂࡢ࡙࠷ࡗ࡞㸡ྚࡽࡒ࠵ࡊࡈず������୕ࡦࡻ࠽㔕�����ཤࢅ������

ࣘࢨࢨ࣎㸡ࣤࣘࢨ࣭ࢢ㸡ࣞࢪࣝࣈ㸡ࢪ࣭࣋ࢪࠊࡾ࠷࡙ࡿࡼㄊࠑ㛣✭ࠐࠔࠊ↯

ࣤ㸡ࣚࣤࣈ࣭ࢢࢪࢺ㸡࣭ࢱ࣭࣍㸡࣭ࣆࣚࢡ࣎ࢹ㸡ࢡࣤࣅࢴ࣏Օ Օ ��<ୠ⣎ࠊ

ୠ⣎̿ᘤ⏕⩽@༖ࡣ㡥࡚ࡱெࠍ㸡㐅㸡㐅Ṅ㸡Ⓠᒈ㸡ᠺ㛏㸡㸡㠁㸡

✭㛣Ⓩࡵࡽࡻ࣭ࣆࢰ࣒㛣Ⓩ࡙ࡖࡻ࡞࣭ࣆࢰ࣒⌟ᅹࢅㄊࢅࡡࡾይࡓࢆ

ᾃࡡ㛣ᴣᛍ✭࠹ࡻࡡࡆࡾࡄ࠽࡞ࠔࠊ�����ず������Sྚ�ࠕ࡞ᑊ↯Ⓩࡢ࡛ࡡ

ᛮ᪺⮤ࡡࠑ㛣✭ࠐࡒࡀ࡙ࡊᨥ㒼ࢅ㎾࡚ࡱࡿࡆ㸡ࡢこᅄࡡ᭩ኬࡾ࠷࡙ࡊಀࢅ୕

ྜྷ�ࠕࡾ࠵࡚ࡁࡼࡹỬᏽⓏࡡ႕㸡✭㛣ᴣᛍࡡ S�����ࡢࡿࢂࡿࢂࠔࠊ㸡⛛ິࡷ

ࡡ㸡✭㛣࡚࠾ࡡ⏲ୠࡂ࠷࡙ࡊᑛ΅࡞Ⓩ㛣Ⓩ㝸ባ✭ࡡࣤࣘࢨ࣭ࢢࢼ࣐ࣖࢤ

ᅖ᭯ᛮࡷሔᡜࡌࡱࡌࡱࢷࢷࣤࢸࡡኬࡀណ࠹࠷࡛ࡾࡂ࡙ࡖࡵࢅ㏣

ㄕⓏឺ࡞రᗐࡵ├㟻ࠕࡾ࠷࡙ࡊ�ྜྷ S�����ࠊ



♣ఌⓏ⾔ິ࡞ሔࢅᥞ౩ࡂ࡚ࡄࡓࡾࡌ㸡࡙ࡖࡻ࡞ࡿࡐぜᏽࡒࡿࡈ✭㛣Ⓩᐁ㊮

ࠕࡾ࠻ࡒ࠵ࢅ㸡ሔࡵ࡙ࡊᑊ࡞⏕ெⓏ࣬㞗ᅆⓏฺࡡ㛣✭ࡽࡱࡗ㸡ࡵ࡞

�/HIHEYUH����� 㑝ズ S�����ࠊ

ࠊ࠷ࡢ࡛ࡆࡾࡱ࡛࡞ࡱࡱࡡᡜ࡙ࡊ㸡Ửࡵ࡙ࡖ࠵ᡜ࡚ࡢ࡞ୌⓏࡢ㛣✭ࠈ

㸡ࡢ࡛ࡆࡾ࠻ࡼ࡛࡙ࡊ࡛∸⏐⏍ࢅ㛣✭ࠊ�ࡾ࠵࡚ࡡࡾࡿࡈࠕ⏐⏍ࠔࡢ㛣✭ࢀࡊࡳ

ࠊ࠾ࡡࡗࡵࢅណࡾ࠾࠷

ࡌථ࡞㌗⮤ࡿࡐ⏐⏍㸡࡙ࡋ㏳ࢅ⏕ཬషࡷ⏕㸡┞பష࡙ࡊ࡛∸⏐⏍ࡢ㛣✭ࠔ

⏍㸡࡞࣭ࣞࣆࡡ࣭࢟ࣜࢾ࢙㸡ཋᩩ࡛࡞㏞㸡㍲࡞⧂⤄ࡡⓏຘ഼⏐⏍ࡽࡱࡗࠊࡾ

㸡Օ࡞࠹ࡻࡋ㸡⏍⏐Ⓩこᅄ࡛ྜྷࡢ㛣✭ࠊࡾࡌථ࡞ࢠ࣭࣠ࢹࢴࢾฦ㒼ࡡ∸⏐

Օ ⏍⏐ㅎ㛭౿࡛⏍⏐ㅎງ࠻ࡹࡿࡐࠊࡾࡿࡱࡂࡨ࡞✭㛣ࡡᴣᛍࡢ㸡ࡄࡓࡿࡐว

Օࠊ࠷ࡼࡵ࡙ࡖ࠵࡚ࡱࡱ㸡㟴Ⓩࡊ࠷ࡼࡢ࡙ࡊ㞫ࡽ Օ ✭㛣ࡢ⏍⏐∸

Ѹ ࡢ㛣✭ࠊࡾ࠵ᡥ࡚࠷ᢰࡡㅎ㛭౿ㅎ㛭౿࡛♣ఌⓏ㸡⤊ῥⓏࡽ࠵࡚⩾⏐⏍

㸡්ࡒࡱ
ࠉ
⏍
ࠉ
⏐
ࠉ
࡞ᐁ㝷㛣✭࡙ࡊࡐ㸡࡞⏐⏍㸡ᣉኬ්࡞⏐⏍්ࡡ⨠㸡⏍⏐࡞

ྜྷ�ࠕ࠾࠹ࢀࡓ࠷ࡿࡱࡂࡨ㸡࡞⏐⏍්ࡡㅎ㛭౿ࡾࡌ⌟ᐁࠕሔ࡚⌟ࠔ S���ࠊ

ఌ✭㛣♣ࠊࡾ࠾ࢂ࡛ࡆ࠹࠷࡛ࡗࡵࢅṌྍࡢ㸡✭㛣ࡣࡼࡾ࠻⩻࡞࠹ࡻࡡࡆࠈ

࠹ࡻ࠻ࡼ࡛ࢅṌྍࡡ㸡✭㛣ࡢ࡛ࡆࡾࡌၡ㢗ࢅ㛣✭ࠊࡾࡌን࡞ࡵఌ࡛࡛♣ࡢ

㸡Ṍࡵ᪁࠻⩻࠹࠷㛣࡛✭ࡡ࡙ࡊᙟᘟ࡛㸡⣟⢃㇗Ⓩࠊ࠹ࢀ࠵࡚࡛ࡆࡾࡌ࡛

ྍⓏᡜ⏐࡛࡙ࡊ⌦ゆࡒࡱ࡞࠻ࡹࡿࡐࠊ࠷ࡼࡣࡿࡄࡿࡈ㸡✭㛣ࡢୌࡢ࡚ࡗ

ྜྷ�ࠕ࠷ࡊᗣᲘࢅ㛣✭ᆀᇡⓏࡢ㛣✭ࡡୠ⏲ぜᶅࠔ㸡ࡣ࠻࡛ࡒࠊ࠷ S�����ࠊ

々ᩐࡡ♣ఌ✭㛣ࡢ㸡┞பᾈ㏩ࡊ㸡ࡒࡱ㔔ࢡࡾࡹࢂ࠷ࠊࡾ࠵࡚ࡡࡾ࠷࡙ࡖ࠵ࡽ

                                                  

ࡡ㸡㌗మࡢ㸡㌗మࡽ࠵࡚ࡡࡾࡌ⏐⏍ࢅ㛣✭ᒈ㛜ࡡ࣭࢟ࣜࢾ࢙ࡡࡐ㌗మ࡛ࠔ��

ྜྷ�ࠕࡾࡌ⏐⏍ࢅࡼ࠾ࡍࡲ㸡࡙ࡖࡒࡊ࡞Ἢ์ࡡ㸡✭㛣࡞ࡵ࡛࡛ࡀິ S����㌗ࠔࠊ�

మ㸝ࡡࠍ㌗మ㸞ࡦࡻ࠽㌗మ㛣ࡡ✭㛣ࡢ㸡≁ᏽࡡങࢅങ࡙ࡊ࡛ࡡࡵࡒ࠻ᥝ࠾

Օࠊࡾࡿ Օ 㛣࡛✭↓⮤ࡳᅑࡽཱིࢅ㌗మࡊ㸡㌗మ࡛ᑊỬ࡙ࡖ࡛࡞㌗మࡡࡼࡿࡆ

㇗✭㛣ࡢ㸡࡙ࡊࡖࡄวࡽ㞫ࠊ࠷ࡀ࡚࡛ࡆࡌ㌗మ࡛✭㛣ࢅวࡽ㞫࡚࡛ࡆࡌ

���HIHEYUH/�ࠕ࠷ࡁࡌ࡞ࡼ࠾ちⅤࡡ㸡ฦᯊࡢࡡࡾࡀ�� 㑝ズ S�����࡚ࡆࡆࠊ

㸡ࡊ࠷ࡢ࡚ࡗୌࡢ㌗మࡂࡵ࡚ࡱ࠹࠷㸡ࡾ࠵㌗మ࡚ࡡᏽ≁࡞ࡠࡗࡢ㌗మ࠹࠷

㌗మ࡛࣭࢟ࣜࢾ࢙ࡡࡐᒈ㛜ࡽࡷࡾࡌ᪁ࡵ↋ᩐ࡚ࠊࡾ࠵



ࠊࡾ࠵㔔こ࡚ࡢびⅤ࠹ࡻࡡࡆ㸡ࡵ࡞㝷ࡾ࠻⩻ࢅၡ㢗ࡡࣤࣘࢨ࣭ࢭࣛࣁ࣭ࣞ

6DVVHQ����㸡ࡢ࡞㝷ࡾࡌ✪◂ࢅࡡࡵࣜࣁ࣭ࣞࢡࠔࠊࡾ㏑࡞࠹ࡻࡡ௧ୖࡢ��

࣭࢜ࣞࡢ࡞㸡ぜᶅⓏࡂ࡚ࡄࡓࡡࡵࡾ࠻࠷࡛ࣜࣁ࣭ࣞࢡ࡙ࡲࡼ࠾ぜᶅ࡞࠾ࡼ᪺

ࡵ࡞ㅎ᮪௲ࡷὩິࡡᐁ㝷୕ࡒࡊງᏕ࡛ྙࣜࣁ࣭ࣞࢡ㸡ࡾ࠵࡚ࡡࡵࣜ

Ⅴࡾࡎࢂྙࢅᚪこࠕࡾ࠵�㑝ズ S�YLLL�ࡒࡊ࠹ࡆࠊびⅤࡼ࠾㸡රమⓏሔ㸡ࢡ

࡞ࣤࢬࢴࢦࡣ࠻࡛ࡒࠊࡾࡂ࡙ࡖ୕ࡦ࠾ᾃ㔔こᛮࡡࡡࡵ࠹࠷㒌ᕰ࡛ࣜࣁ࣭ࣞ

ࣞࢡࡾࡒ࣭ࢰࣤࢬ⼝㔘ࡡ⏲㸡ୠࡢ㛭౿ࡡິ⛛ࡡ㸡ᅗ㝷㈠ᮇ⛛ິ࡛ຘ഼ງࡣࡿࡻ

ࠊࡾࡿࡈゆ⌦࡚࡛ࡆࡾࡌ┘Ἰ࡞㒌ᕰࣜࣁ࣭

ࡽࡂࡗ࡙ࡖࡻ࡞ఌⓏᐁ㊮㸝✭㛣Ⓩᐁ㊮㸞♣ࡱࡉࡱࡈࡳࡂࡨࡵ㸡⤊ῥࡢ㛣✭ࠈ

᱄⩽㸡㒌ᕰ゛⏤ᐓ㸡ᘋ⠇❟ࡡ⏤゛㸡⛁Ꮥ⩽㸡♣ఌ࣬⤊ῥࡢ㛣✭ࡒࡱࠊࡾࡿࡈࡓ

ᐓ㸡አஹᏻ㸡⤊ႜ⩽ࠔ࡙ࡖࡻ࡞ᛦ⩻ࠕࡾࡿࡈ✭㛣࡚ࠊࡾ࠵ࡵ㸝✭㛣ࡡ⾪㇗㸞ࠊ

ୌ᪁࡚✭㛣ࡢ㸡ᖏ⏍Ὡࡡᚨ㇗ᆀ⌦ࡷ㸡᫆ാ࣬㇗ᚡࡡ㏻ྙࠔ࡙ࡊ࠽࡛ࢅ⏍

ࡡ㇗⾪࡛㇗⾪ࡡ㸡✭㛣ࡢ㛣Ⓩᐁ㊮✭ࠊ㛣㸞✭ࡡ㇗⾪㸝ࡾ࠵ࡵ㛣࡚✭ࠕࡾࡿࡼࡀ

✭㛣࡛࡞᮪௲ࡡࡆࠊࡾࡿࡈ࡙ࡿࡼࡄࡘᖕᑊ㸡ࣜࡾࡻ࡞ࣜࣇ࣭࢘ࣆ✭㛣ࡡ

ၡ㢗ࡡࡴࡒࡡᇱᮇ࡛ࡾㅎᴣᛍ࡚ࠊࡾ࠵✭㛣⥽ᠺ࡞ࡠࡗࡢ࡞ᨳⓏງࡂ

㛭࡙ࡊࡐࠊࡾ࠷࡙ࡖࢂ✭㛣Ⓩᐁ㊮㸡⾪㇗ࡡ✭㛣㸡✭㛣ࡢ㇗⾪ࡡ㸡ப࡞࠷ୌ⮬ࡊ

⛤ఌ㐛♣ࡾࡃࡴࢅ㸡✭㛣ࡔࢂࡌࠊࡾࡌ❟㸡ᑊ࠷㐢࠷㣏࡞ࡀ㸡࡛࠾ࡽ࠾ࡣ࠷

ࠊࡾ࠵࡚ࡡࡾ࠷࡙ࡿࡱᏈࢹࢠࣛࣆࣤࢤ࡞ࡠࡗࡿ࠾ᑛࡿ࠾㸡ኣࡢ࡞

㸨㸣ᶊᅗᐓࡡ✭㛣࡛⤣㸡ࡡࡐንᐖ

ኬ࡞⛤㸡⤊ῥ㐛ࡢ㛣࡛✭ࡾ࠷࡙ࡊ๑ᥞࡻࡎ࡞ᬧ♟Ⓩࡻࡎ࡞Ⓩ♟᪺ῥ⌦ㄵ⤊ࠈ

ࢢࢪ࠷ࡵ࡛ࡆࡾࡁࡌࡈᑚࡂࡵ࡛ࡆࡾࡁࡌࡀ㸡ኬࡡᗐ⛤࠷࠻ࢅᙫ㡢ࡀ

ࡌࡒࢅこㄫᛍⓏ⌦ࡡࡆ࡞༎ฦ༟న࠹࠷ᅗẰ⤊ῥ࡛ࠊ࠹ࢀ࠵㛣࡚✭ࡡ࣭ࣜ

㛣✭ࡡ⛤㸡⤊ῥ㐛ᐁᛮ⌟ࡡࡡࡵ࠹࠷㸡ᅗሾ࡛ࡂ࠾ࡵ࡛ࡢ࠾࠹࠾ࡾ࠵࡚ࡡࡵ

Ⓩᒈ㛜ࡡ࡙ࡖ࡛࡞ᙁງ๑ᥞࡡ㸦ࡢ࡛ࡆࡾ࠵࡚ࡗ㛣㐢ࡡࡆࠊ࠷࠷Ⅴࢅ (8 ⤣

8)ࠊࡾࡲ࡙࠻⩻࡙ࡖ࡛ࢅౚࡡྙ 㸡㈀㸝ၛဗ㸞࣬ࡢྙ⤣ ㈠ᮇ࣬ெ㸝ຘ࣬ࢪࣄ࣭ࢦ

഼ງ㸞࡛࠹࠷㸩ࡡࡗ⏍⏐こ⣪ࠊࡾ࠵࡚ࡡࡵࡌࡉࡴࢅ⏜⮤ࡡິ⛛ࡡୌ∸ୌ౮㸡༟

ୌฺᏄ⋙㸡ྜྷୌຘ഼࡞ᑊࡾࡌ㈜㔘Ề‵ࡡᖲ‵㸡ฺ₮⋙ࡡᖲᆍࡡష⏕

ୌᅗහ㒂࡚ࡢࡡࡂࡼࡒࡢࡄࡓ㸡ࠊࡾ࠵࡚ࡼ࠾ࡾ࠵⏜⮤ࡡິ⛛ࡡࡆᅗ㝷㛣࡚ࡢ㸡



㛭⛧ኣࡡࡂ㝸ᐐࡽ࠵㸡㏳㈄ࡵ㐢࡚ࡡ࠹㸡⮤⏜⛛ິࠊ࠷ࡀ࡚ࡢᚉᮮ㸡ᅗ

Ằ⤊ῥࡡහ㒂࡚ࢅ⏜⮤ࡡິ⛛ࡡࡼࡿࡆࡡโᗐⓏ࡞ಕ㝸ࡢࡡࡾࡌᅗẰᅗᐓࡡᙲ

⌦⟯㛭⛧㸡Ⅵ᭨ࠊࡾࡌỬᏽࢅ➿ᨳࡷโᗐ࡞⮤≻㸡ࡔࡵࢅᶊࡢᅗᐓࠊࡒࡖ࠵࡚

㸡ࡔࢂࡌࠊࡾࡀ࡚ࡵ࡛ࡆࡾ࡛ࢅ⨠ぜโ᥈࡞Ὦฝථࡡ㈠ᮇࡷ㸡ၛဗ࡙ࡖࡻ࡞

⤣ྙฦ㔕࡞㝀ࡢ࡙ࡖ㸡(8 ࠊࡾ࠷࡙ࡖโᗐ࡛ࡡ≁≻ࡗࡵࢅ⬗ᶭࡡᅗᐓࡢ

ࡻ࡞ᴣᛍ࠹࠷㸡ᶊ࡛ࡢ࡛ࡆࡾ࠵Ꮛᅹ࡚ᶊⓏ≁ࡾࡌᙟᠺࢅโᗐࡷἪᅗᐓࠈ

㎾ᅗẰᅗࡾࡌᑊᚺ࡞⩇㸡㎾㈠ᮇࡢᅗᐓ࠹࠷࡚ࡆࡆࠊࡒࡀ࡙ࡿࡼࡋㄵ࡙ࡖ

ᐓ࡚ࠊࡾ࠵㡷ᇡᅗᐓ࡛ࡡ࡙ࡊᅗẰᅗᐓᙟᠺࡾࡌ✭㛣ࡢ࡙࠷࠽࡞㸡࣭ࣙࣞࣂࢴ

࠹࠷ᅗẰ⤊ῥ࡛ࡒ㏑࡞ࠊࡗࡵࢅណࡀኬᶊᴣᛍ㎾Ⓩࡒࡿࡱ࠹࡚

✭㛣ࡢ㸡ᶊ࡛࠹࠷ᨳⓏ࣬ἪⓏᴣᛍ࡛ᑊᚺࠊࡾࡌἪᏕ⩽࡞ࣤࢱ࣍࣬ࣤࣔࢩࡡ

ㄵⓏ⌦ࢅᶊງࡡ⋝ᅗᑊⓏ⤧ࡾࡄ࠽࡞㸡మโࡢᴣᛍࡡᶊࡒࡿࡈᑙථ࡙ࡖࡻ

㸡ᙁ࡞ࡡᏺᩅᡋணࡡࢪࣤࣚࣆ㸡ࡢࣤࢱ࣍ࠊ࠹ࢀࡓࡾ࠻࠷࡛ࡡࡵࡒࡊ⌟⾪࡞

ࡒࡿࡈ⋜ᶊ࡚࡛ࡵࡡ⛓ᗆࡡᅂᚗࢅᅒࢅ࡛ࡆࡾ၌ࢠ࣭ࢷࣛ࣎ࡾ࠻Ὤࡡ୯ࡼ࠾

ᢀࡡᨳᛦࡡࢠࢴࣛࢹ࢜᛬㐅Ὤࡷ࣭ࢿࢡ㸡ࣗࡢὬࢠ࣭ࢷࣛ࣎ࠊࡾࡿࢂ⌟

㸡Օࡢࡔࡒ࣭ࢿࢡࣗࠔࠊࡒࡖࡓࡡࡵࡒࡿࡱ⏍࡙ࡊ࡛ึ Օ ᬸྦ࡛ࡒࡊ⋜ᶊࡒ࡞

ࡡ⋝㸡ࡢ㆗ㄵ࡚ࡡࡆࡾࡿࡣᨲఅㄵ࡛ྦᬸࠊࡒࡅ࠵࠻ࡒࡀࢅㄵ⌦ࡡᢤᢘࡾࡌ࠷

ᶊງࡡ┷ࠔࡢᏺᩅࢅࠕᏬࡽ㸡ḿ⩇࡛Ἢࢅ⥌ᣚ࠹࠷࡛ࡾࡌ᮪௲࡚♼࡛Ằᢆࡡヾࢅ

Օ࠷ࡁࡌ࡞ࡾ࠷࡙࠻ Օ ㉰࠷ࡼࢆࡢᩅఌࡾࡌ⌟మࢅࠕᏺᩅࡡ┷ࠔ㸡ࡵ࠾ࡊࠊ

ᅗᐓⓏᛮ࡚ࡡࡾ࠷࡙ࡖࡵࢅ㸡ࡢ࡚ࡆࡐᅗᐓࡡᯗ⤄ࡢࡲ┞ᑊ࠻ࢅࡾࡉࡿࡈ

㧏�ࠕࡾ࠵࡚ࡡࡾࡿࡈ㸡ḿᙔࡢᅗ㝷ᖱῦࡾࡄຐࢅẰࡳࡊⱖ࡞ᙔ↓㸡ᬸྦࠊ࠷

⃕������S���༱ᶭ࡞ථࡡአᅗࡾࡌ࡛ࡴࡋࡢࢅࣤ࣋ࢪࡢὬࢠ࣭ࢷࣛ࣎ࠔࠊ�

វࠕࡀࡓ࠷ࢅ㸡ࠔᏺᩅၡ㢗ࠔࡵࡽࡻᅗහࡡࠕ⤣ୌ࡛ᖲࢅ᭩ඁ࠹࠷࡛࠹ࡻࡊᨳ

ጶເ࡙ࡖࡻ࡞≁ᚡࠕࡾࡿࡼࡄࡘ�ྜྷ S����ࠊᶊᴣᛍࡢ㸡♣ఌⓏࢹࢠࣛࣆࣤࢤ

ࠊࡾ࠻࠷ࡵ࡛ࡒ࠷࡙ࡖࡵࢅ࠷≳࠹࠷࡛ࡳ㎰࠻ࡈᢪࢅ࡛ࡆࡾ࠻㉲ࢅᯗࡡᅗᐓ

ࡌこㄫࢅᨳ✭㛣㸡ୌඔⓏࡊណࢅᶊງᤴⓏ࡞ᑊአⓏ࣬ᑊහⓏࡢᶊࠈ

ᖲ㟻Ⓩࡾࡿࡈᵋᠺ࡙ࡖࡻ࡞ㅎᅗᐓ࠹࠵ࡊヾᢆࢅᶊࡡ㧏⮫ࡡ࠷㸡பࡢࡿࡐࠊࡾ

ࡆࠊࡾࡀ࡚࡛ࡆࡾࡌ❟ᠺࡲࡡ࡚࡛ࡵࡡ࣑ࢷࢪࢨ㸡ᶊᅗᐓ࣑ࢷࢪࢨᅗᐓ㛣

⤊ᅗẰࡌࢅࡽࡱ࡛ࡱࡡࡗ㸦㡷ᇡࡡୌᏽࡾ࠵㸡࡚࡛ࡵࡡᶊࡡᅗᐓ࠹ࡻࡡ



ῥ࡛࡙ࡊᙟࠊ5ࡾࡿࡼࡂࡘ

ࡊ┘╌ࡵ࡞⌦ཋࡾ␏ࡢ㸡ᶊ࡛࠹࠷㸡⤣࡛ࡢ࡞㝷ࡾ࠻⩻ࢅ㎾ᅗẰᅗᐓࠈ

ࡌ࡛࠹ࡻࡊโᚒࢅࡡࡵఌⓏ♣ࠉࢅ⤣ࡽࡒ࠵ࡊࡈࠊ࠷ࡼࡣࡿࡄ࠾࠽࡙

⤣ࠊࡂ࠽࡙ࡊゆ⌦࡙ࡊ࡛࡛ࡆࡾࡌ⾔ࡊࡓࡽࡂࡗࢅㅎᡥṹࡡࡴࡒࡡࡐ㸡࡛ࡆࡾ

࡛࠹࠷ၡ㢗ࡡฝ⌟ࡢ㸡࣭ࣙࣞࣂࢴ㎾ࡡᠺ❟࠹ࡵ࡛࡞ᶊງࡽ࠵ࡡ᪁ࡡንᐖ

࡛㛭ࡢࡿࡐࠊ6ࡾ࠷࡙ࡖࢂ㈠ᮇโⓏ⤊ῥὩິࡡࡴࡒࡡ᮪௲ࢅᩒങࡊ㸡㈠ᮇโ⤊

ῥࡌࡼࡒࡵㅎၡ㢗࡞ᑊᚺࡾࡌᶊງࡡୌᙟឺ࡛ࠊ࠹ࢀࡓࡾࡀ࡚࡛ࡆ࠹࠷ᶊ

7㸡ࡽ࠵ᴣᛍ࡚ࡒࡿࡼࡅ୕ࡽ⦅࡙ࡖࡃࡴࢅၡ㢗ࡡḿᙔࡡᅗᐓᶊງࡢᴣᛍ࠹࠷࡛

Ἢࡷ௦ࡡḿ⤣ᛮࢅᢰಕࡵ࡙ࡖ࠵ࡢ࡚ࡡࡵࡾࡌ㸡♣ఌⓏ∸࡞࠾࠷ࢅヾㆉࡊ

㛭࡞ၡ㢗ࡡ㡷ᅰࡼࡤࡖࡵࡢᶊࡒࡱࠊ࠷࠻➽ࡢ࡞ၡ㢗࠹࠷࡛࠾ࡀ࠹ࡽཱི

㸡㎾Ⓩ࡚࡛ࡵࡡࡲ⤄㡷ᇡⓏᯗࡡ㸡ᶊᅗᐓࡢ⤣࡙ࡊᑊ࡞ࡿࡆࠊࡾ࠷࡙ࡖࢂ

ࡾࡴịࢅ➿᪁රమⓏࡾࡌ⌦⟯ࢅ∸ࡷ㸡ெ࣬㞗ᅆ࠻ᤂࢅᅖ᭯ᛮࡡῥ♣ఌ⤊

࠷࡙ࡖྙࡽࢂ㛭ࡵโᚒ࣬ㄢᩒ࡛ࡡࢹࢠࣛࣆࣤࢤ㸡♣ఌⓏࡢ⤣ࡒࡱࠊࡾ࠵࡚ࡡ

㈠ᮇѸࡢࢹࢠࣛࣆࣤࢤࡾࡄ࠽࡞ຘ㛭౿ࠊࡾ ㈜ຘ഼㛭౿࡛࠹࠷㈠ᮇโⓏ⏍⏐ࡡ

୯ᰶⓏᵋ㏸࡞࠻ࡹࡾ࠵࡚ࡡࡵࡌࡉ᰷࡞㸡࡛࡞ࡂ㔔࠷ណࠊࡒࡀ࡙ࡖࡵࢅ

㸡ᶊᅗᐓ࡙ࡖ࠵ࡵ࡛ࡆࡒࡿࡈ㐡ᠺ❟≻ࡡ㸡᳔Ằᆀࡢ⏲ୠࡡ㸧ḗኬᡋᚃ➠ࠈ

࡞ࡆࡐࢆࢀࡔࡵࠊࡒ࠷࡙ࡊ࿆ࢅ┞ᵕ࠹ࡻࡡ࠾ࡒࡊ❟ጶ࡚ᠺᏰධ࣑ࢷࢪࢨ

ࡵࡿࡁࡱ㝭ᒒ㛭౿ࡡᅗᐓ㛣࡙ࡊ࡛⤾㏻ࡡࡼ࠾ࡡ⩇ᖀᅗࡾࡹࢂ࠷㸡ࡢ

ゕࡢ࡛ࡆ࠹࠷࡛࠷࠾ࡊᙟᘟ࡚࡞ࢆࡒࡢࡡࡵࡾ㸡ᅗᐓᶊࡊࡒ࠷࡙ࡊᏋᅹࡂ

ࡱࡱࡡࡐࠕᅗ㝷㛭౿ࠔᅗᐓ㛣㛭౿㸡ࡢࢀࡆ࡛ࡒࡊ㸡ୌずࡼࡊ࠾ࡊࠊࡾ࠻

                                                  

5㎾Ⓩណ࡚ࡡᕰሔ⤊ῥࡢ㐪㝰ᆀၛᴏ࡞⏜ᮮ࡛ࡆ࠹࠷࡛ࡾࡌㄕᚋⓏ࡞ᘿ

ࡣ࠻࡛ࡒ㸝ࡾ࠷࡙ࡿࡈ $GGD������ ࡞Ⓠᒈࡡ⏐⏍㸡㈠ᮇโⓏࡢୠ⏲ᕰሔࠊ㸞

ࡡ㸡㎾௧๑ࡢᅗẰ⤊ῥࠊࡾ࠵ࡵ᮪௲࡚㸡㏳Ⓩࡽ࠵ṌྍⓏ๑ᥞ࡚ࡡ࡙ࡖ࡛

ᑻᆀⓏᕰሔ࡛ࡒࡿࡈྙ⤣ࡾ␏ࡢᕰሔ✭㛣࡛࡙ࡊషࡽฝࠊ࠷ࡼࡣࡿࡄࡿࡈ

ၛᴏὩິࡡᢰ࠷ᡥ᭯ງᨳເງ࡛࡙ࡖᅗᐓ࡛⤎ࡽࡻ࡞࡛ࡆࡂࡗࡦ㸡ࡋࡢ

ࠊࡾࡿࡼ࠻⩻࡛ࡒࡿࡼࡴ㐅ࡊᢪࢪࢬࣞࣈࡡࡆ࡙ࡴ
6
Ѹ⏍࠹࠷ࡡ࣭ࢤ࣭ࣆ�0  ᶊງࡡฝ⌟ࡾࡻ࡞࣭ࢤ࣭ࣆࠊ⤣ᛮ JRYHUQDPHQWDOLWé

���㸡⡷ㆺࡢ࡙࠷ࡗ࡞㆗ㄵࡡ������㸡�㒿ࠊࡾ࠷࡙࠻ࢅᅒࡽずཱི��

)RXFDXOW����ࠊ↯ཤࡵ��
7
 %DOLEDU������ࡢ㸡ᶊᴣᛍ࡞Ꮘࡾࡿࡱ⥥ᘿࢅ⩻ᐳࡽ࠽࡙ࡊ㸡࡛ࡄࢂࡽெẰ

ᶊ࡛ᅗᐓᶊࡡ㛣ࡡ⥥ᘿ㸡ᶊࡡṌྍⓏᙟឺࡡንᐖࢅ㈇ࠊࡾ࠷࡙ࡊ࡛ࡾ࠷࡙࠷

ࠊ࠹ࢀࡓࡾ࠷࡙ࡖࡗቌኬ࡛ࡡ㸡⤣Ⓩᶊງࡂࡼࡐ࠽ࡢ࡛ࡆࡡࡆ



ୠ⏲✭㛣࡛ࡽ࠵࡚ࡡࡒࡖ㸝෫ᡋమโ࡛࠹࠷ືࢅ᱄ࡢࡿࡐࡵ࡙ࡊධࡂንࢂ

㛭࡞├࡛࡛ࡆࡾࡌ᭯ࢅᛮࠕහໜⓏࠔ✒మโࡡᡋᚃࡢࡿࡆ㸞㸡࠷ࡼ

ୠ࣑ࢷࢪࢨ⼝㈄ᖨ࣬㔘࡙ࡖࡻ࡞మโࢫࢴࣤࢹࣝࣇ㸡ࡔࢂࡌࠊࡾ࠷࡙ࡖࢂ

࡛࡛ࡆࡾࡿࡈぜโࡂᙁࡵິ⛛ᅗ㝷ࡡ㸡㈠ᮇࡿࡈโᗐ࣬୯ᚨ࡚࣭ࣜࢢࢪ⏲

ୌ᪁࡚㸡ᅗࡾࡌ࡞⬗ྊࢅ࣑ࢫࢷ࣭ࣚ࣎ࢤࡢ࡞㸡ᅗහⓏࡢᅗ㝷మโࡡࡆࠊࡒࡖ

㝷㛭౿࡙࠷࠽࡞⮤⏜⩇ࢅโᗐⓏ࡞ᐁ⌟ࠊࡒࡖ࠵࡚ࡡࡵࡌࡉࡴࢅ࡛ࡆࡂ࠷࡙ࡊ

⩇㈠ᮇࠔ㸡ࡢୠ⏲ᕰሔࠊࡾࡌᙫ㡢ࡂࡀኬ࡞㛣Ⓩᒈ㛜✭ࡡ✒㈠ᮇࡢ࡛ࡆࡡࡆ

ỀᖲⓏࠊ࠹ࢀࡓࡾࡀ࡚ࡵ࡛ࡆ࠹࠷࡛ࡒ࠷࡙ࡿࡈ⤎ࡢ࡙࠷࠽࡞ࠕ㯜㔘ࡡ

ᅗᐓ㛣㛭౿ࡢ㸡ᅗ㝷㏻ྙ࡞ࡈࡱ㇗ᚡ࡞࠹ࡻࡾࡌ㸡㉰
㸣
ᅗ
㸣
ᐓ
㸣
Ⓩ
㸣
ᶭ㛭ࡡシࡵ࡛ࢅ

ࠊࡾ࠵࡚ࡡࡒࡊࠕᏰᠺࠔ࡙ࡖ

Ṟ≁࡞࠾࠷ࡡ࣑ࢫࢸ࣭࢚ࣆࡡࡆ㸡ࡣࡼࡾ㏁ࡽᣲࢅṌྍࡡ⩇㈠ᮇࠈ

ࡐࡻ࠽ࠊࡾࡿࢂᛦ࡛ࡾ࡞࠾ࡼ᪺࠾ࡾ࠵࡚ ���� ᖳࡡࡆࡡ࡚ࡱౚአⓏ

ࡢᣚ⤾Ⓩ⤊ῥᠺ㛏ࢅᠺࡊ㐑ࡒࡅ࡚ࡒࡖ࠵ࡵ㸡ࡡࡐኬࡀこᅄࡡ㸦ࡗ

ࡿࡐࠊ㸝㸪❮㸞ࡒࡖ࠵࡞Ⅴࡒࡄࡗࡦ⤎ᠺ㛏࡛ࢅโᚒࡡࢹࢠࣛࣆࣤࢤ㸡♣ఌⓏࡢ

࡛ࡆࡾࡌఘᘿࡂࡊⴥ⤣࡚࡛ࡵࡡࡲ⤄ᯗࡡ࣑ࢷࢪࢨᶊᅗᐓࢺࢴࢩ㸡ࣛࡢ

ࡡୠ⏲✭㛣ࡡᡋᚃࡾࡄ࠽࡞㸡෫ᡋୖࡢࠕโᗐࠔࡡ㝭⣥㜒ணࠊࡒ࠷࡙ࡊណࢅ

⥽ᠺࢅ๑ᥞ࡞࠻ࡹࡿࡐࠊࡾ࠷࡙ࡊ㸡ୠ⏲✭㛣්ࡡ⥽ᠺ᩺ࡢ࠷ࡾ࠵⮤⏜⩇ࡡᨯ

ເࡢ㸡ࠔࡡࢹࢠࣛࣆࣤࢤ࠹ࡻࡡࡆโᗐࢅࠕᡬࡔቪࡢ࡞ࡆࡐࠊࡾ࡛ࡡࡵࡌ㸡

+DUGW�	�1HJUL������ᙁㄢࡾࡌ⏍⏐࣬ຘ഼ࡡኬࡀንᐖ㛭ࠊࡾ࠷࡙ࡖࢂ

ࡊ㡷ᇡࢅ࡙ࡌᅰᆀࡡ୕⌣ᆀࡢ࡞㸡ᙟᘟⓏࡢࣤࣘࢨ࣭ࢭࣛࣁ࣭ࣞࢡࡡ⌟ࠈ

ࡾࡈࡩ࠾࠷࠽࠽࡞୕ࡡࡐ࡛࣑ࢷࢪࢨᅗᐓ㛣ࡒ :72 ࡷ ,0) ࡷ㉰ᅗᐓⓏᶭ㛭ࡡ

ᆀᇡ⤣ྙࢅ๑ᥞ࡚࠻࠹ࡒࡊ㸡ㅎᅗᐓࡡሾ⏲ࡃࡒࡱࢅ⤊ῥὩິࢅྊ⬗ࡾࡌ࡞โ

ᗐ࣬⨠ࡡ㒼ങࢅᐁ⌟ࡼࡎࡈ㐅⾔ࠊࡾࡌ⌟ࡡୠ⏲㈄ᖨ㔘࡚ࣜࢺࡂࡢ

ࡾࡌᑙ⩇⏜⮤᩺ࠊࡾ࠷࡙ࡊ♟࡞ᚡⓏ㇗ࢅἛ≟ࡡࡆࡢ࡛ࡆࡾ࠵࡚ GH�

UHJXODWLRQ ࡞㸡ྜྷࡢ UH�UHJXODWLRQ ᚃࢅ㸡ᅗᐓᶊ࡛ࡆࡡࡆࠊࡾ࠵࡚ࡡ

㏝࠹ࡻࡾࡎࡈ᪃➿ࢅᙔࡡᅗᐓᢪࡊ㐅࠹࠷࡛ࡾࡴ㏣ㄕⓏ≟Ἓࠊࡌࡼࡒࡵࢅ

ንᐖࡡ⤣ࡾࡌ⾔㐅࡞㸡ྜྷࡢንᐖࡡᅗᐓᶊࡡ࡚ୖࣤࣘࢨ࣭ࢭࣛࣁ࣭ࣞࢡࠈ

ࡒࡖ࠵࡚┞ⱝᅗ㤫ࠊ࠹ࢀࡓࡾ࡞▉᪺ࡽࡻ࡚࡛ࡆࡾ࠻ᤂࢅ ♣ࠔ㸡ࡢ࣭ࣔࢲࢴࢦ�0

ఌࡢࡡࡵ࠹ࡻࡡᏋᅹ࡛ࠕ࠷ࡊゕ࠷ᨲࡡࡆࠊ࠹࠷࡛ࡒࡖゕⴝࡡࡾ࠷࡙ࡊ♟

ࡾࡌఌ♣㸤ᅗᐓࡾࡌໜᦜ࡞ᅗᐓࢅ㸡♣ఌ࠹ࡻࡾࡿࡈ⾪࡞㸡⚗♬ᅗᐓࡢ



㸝♣ఌⓏᅗᐓ㸞࡛ࡡ࡚ࡔࡒ࠾࠹࠷⤣࡛ࢻࣁ࢝࣬ࢹ࣭࣭ࣝ࣎ࢤࠊࡾ࠵࡚⦐⤧ࡡ

㔔ࡽᅗᐓ࡛ᢙࡢ⤣ࠔ㸡࡞࠹ࡻࡾࡌြ♟ࡵࡂࡋࡲ࠷ᬉཀྵࡡゕⴝ࠹࠷࡛ࢪࣤ

ኣࡼࡊ㌷⛛࡙ࡖ࠾ྡྷ࡛ḗඔࠕⓏ⚶ࠔࡄࢂࡽ㸡࡛ࡂࡢ࡚ࠕᨳᗋࠔࡒࡖ

ඔࠕࡾ࠷࡙ࡊ㸝㒿�������S����㸞ࡄࢂࡽ࡛ࡢࡿࡐࠊ㸡♣ఌⓏᡥ⤾࡛ࡆࢅࡀ

⤣ࡡ࡚࡛ࡵࡡ࣑ࢫࢸ࣭࢚ࣆࠊ�ࡾࡿࡈ࡙ࡋ㏳ࢅ࡛ࡆࡾࡠࡓࡹ࡛ᕰሔࡂ࡛ࡇ

ࡢᗀỏฦ㔕ࢅᑊ㇗࡛ࡽ࡞࠹ࡻࡾࡌ㸡♣ఌ⏍Ὡࡡධ⯙࡙ࡖࡒࢂ࡞ᾈ㏩࡙ࡊ

ࠊࡾ࡞࡛ࡆ࠹ᥱࢅງࡾ࠻ንࡂࡀኬࢅఌ⏍Ὡ♣ࡢ㌷ᥦࡡ㸡⤣࡞࠻ࡹࡿࡐࠊࡒࡀ

ࡾ࠷࡙ࡖ⣂࡛ࡡࣤࣘࢨ࣭ࢭࣛࣁ࣭ࣞࢡ⏐㐿ࡡ࣑ࢫࢸ࣭࢚ࣆ㸡ࡵ࡚ࡆࡆ

㔔こࡵࢅ㛭ᴗⓏ✒ࡡ㸡ᅗᐓ⥽්ࡡ㸡✭㛣ᵋ㏸࡙ࡊ࠹ࡆࠊࡾ࠾ࢂ࡛ࡆ

ዉᶭࡡ㸦ࡼࡊ࡛ࡗ㐅⾔ࠊࡂ࠷࡙ࡊ㈠ᮇ✒ࡡ✭㛣Ⓩᒈ㛜ࡡ࡙ࡖ࡛࡞ᣞᵾࡢ㸡

᪁ࡽ࠵ࡡ㛣Ⓩᏽన✭ࡒࡖ࠷࡛ࢠ࣭࣠ࢹࢴࢾ㸡㒌ᕰ࣬ᆀᇡ࣬ࡼ࠾㡷ᅰ࡞࠷ࡓࡊ

ᅗᐓࡢ࡛ࡆࡡࡆ㸡ࡒࡊንᐖ࡞࠾☔ࡢᶊ࡚࠾ࡡ⛤㐛ࡡࡆࠊࡾ࠷࡙ࡊ⾔⛛࡛

࠾ᶊࡢ㸡ၡ㢗࡞࠹ࡻ࠹࠷ࡵ������DOLEDU%ࠊ࠷ࡊណࢅᘽమୌ᪁Ⓩࡡ

ᅗᐓࡡᾐ⁓࠹࠷࡛࠾㸧⩽ᢝୌ࡚ࡂࡼࡐ࠽ࠊ࠷ࡢᶊࡢ㸡㒂ฦⓏ࡞⤣ࡱࡈࡡ

ឺࡡࡆࠊ࠷ࡿ▩ࡵ࠾ࡾ࠻࠷࡛ࡾ࠵࡞⛤㐛ࡂ࠷࡙ࡊኣඔ࡛ࣜ࣊ࣝࡱࡉ

⤣ࡡ࡙ࡊᶭ⬗ᵕᘟ࡛ࡡᶊງࠊࡾ࠷࡙ࡊ♟ࢅንࡡࢪࣤࣚࣁࡡ㸡ᶊ࡛⤣ࡢ

㸡♣ఌⓏࡢንࡡࡆࠊࡾ࠻ࡲ࡞࠹ࡻࡾ࠵ࡗࡗࡊᣉᘿ࡞࡚ࡱࡌฝࡲࡢࢅ㸡ᅗᐓࡢ

㸡ࡂ࠷࡙ࡎࡈ㏝⾮ࢅࢹ࣒ࣤࢩࣤࣝโᗐⓏࡡᚉᮮᆵࡾࡄࡘᅂ㊨ࢅࢹࢠࣛࣆࣤࢤ

ୌ᪁࡚ࡡࣜࢰࢪ࠷ࡊ᩺ࣜࣁ࣭ࣞࢡᑊᢘᨳᗀࢅࡽずࡎጙࡵࡡࡾ࠷࡙ࡴ

ࠊ㸝*UDHEHU������㸞ࡾ࠵࡚࠾☔

㸩㸣࣭ࣙࣞࡡࣂࢴ⤣ྙ㐛⛤

8)ࠈ ࣆࣤࢤንᐖ㸡โᗐ࣬✭㛣࣬ࡡᅗᐓ࡛⥽්ࡡ㸡✭㛣ᵋ㏸ࡢ≟⌟ࡡࡐ࡛ྙ⤣ࡡ

                                                  

8
ࡊ࡛⏤ࡡ࣭ࢩࣞࢿࢠࢷࡡ⤣ࡢ⩇㸡⮤⏜࡙࠷࠽࡞✪◂ᛮ⤣ࡡ࣭ࢤ࣭ࣆ 

࡙ኬࡀណ⩇ࢅࡾ࠷࡙ࡿࡼ࠻㸝⡷ㆺ��������㒿��������)RXFDXOW������㸞ࠊ

࡞࡚ࡌࢅᕰሔࡼ㸡ᙴࡢࡡࡾ␏࡛࣑ࢫࣛࣚ࣊ࣛิࠔ⩇㸡᩺⮤⏜ࡊࡓࡒ

Ꮛᅹࡾࡌ⣟⮤↓Ⓩ⌟ᐁ࡛ࢀࡊࡳࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆ࠷࠷࡙ࡊࡲࡢᕰሔࡢ⤣㹐ᨳ

ᗋ㹒࡙ࡖࡻ࡞✒ᴗⓏ࡞ᵋᠺࡀࡾࡿࡈ≁ᏽࡡᨳⓏ࣬ἪⓏ࣬โᗐⓏ᮪௲࡛ࡵࡡ

࡚Ꮛᅹࡾࡌ㸡ࡒࡊ࠹ࡐࡢ࠷ࡾ࠵᮪௲ࡲࡡ࡚࡛ࡵࡡᏋᅹ࡚ࠕࡾࡀ㸝㒿������

S����㸞ࠊ



ࡲ࡛ࡗ㸦ࡡࢪ࣭ࢢ␏≁ࡾࡿず࡙࡛ᵕ࠹࠵ࡊ⏕ష࡞ࢠࢴ࣐ࢻࢱࢹࢠࣛ

��ࠊ�ࡾᚋࡊ�� ᖳ௧㜾㸡1$)7$㸡0(5&2685 ࡣ⤎ᆀᇡ⤣ྙ༝ᏽࡡࡂ㸡ᩐኣ

8)ࠊ࠹ࢀࡓ࠷ࡻࡵ࡙ࡖ࠷࡛ࡾ࠷࡙࠻㎼ࢅࡡྙ⤣ᆀᇡࡢ⏲ୠࡡ㸡ࡿ ࡐࡢ

ࡢᆀᇡ⤣ྙ༝ᏽࡡࡂኣࠊࡾ࠵Ꮛᅹ࡚ࡒࡖ❟㝷ࡵ࡚࠾ࡡ )7$㸝⮤⏜㈘᪾༝ᏽ㸞

��ࠊࡾ࠵࡚ࡡࡵࡾࡌᙟᠺࢅ㈘᪾ᆀᇡ⏜⮤࡙ࡊᗣḾࢅ⛧ᕝᴏဗ㛭ࡡ㸡ᇡහࡽ࠵࡚

ᖳ௧㜾㸡)7$ ࡻࡳྱࢅฦ㔕ᗀ⠂ࡽࡻࡾࡌಕ㝸ࢅ⏜⮤ࡡὩິࡷິ⛛ࡡᴏ௺ࡢ

ࡊ࠾ࡊࠊࡒࡖ࡞࠹ (8 ࡡ㸡㎾ᖳࡢྙ⤣ࡡ )7$ ࡛Ẓࡵ࡙ᢜࢆࡀฝ࡙ࠊࡾ࠷ᇡ

හᕰሔ㸡༟ୌ㏳㈄㸡༟ୌ୯ኳ㖗⾔࡛ࡒࡖ࠷㸡࠹ࡗࡨ㸦ᅗࡡᅗẰ⤊ῥࡾࡌ᭯≁

ᚡࢅ (8 ࡢྙ⤣ᆀᇡࡒࡊᚷྡྷࢅᇡහᕰሔࠊࡾ࠷࡙࠻ങࡢ (8 㸡ࡒࡱࠊࡾ࠵࡚ࡄࡓ

㉰ᅗᐓⓏᶭ㛭ᙟᠺࡿࡈ㸡ᵋᠺᅗ࡞ࡆࡐᶊ㝀ࢅጟ㆙࠹࠷࡛ࡾࡌ᪁ᘟ࡙ࡖཱིࢅ

8)ࠊࡾ࠵࡚⮤≻ࡵⅤࡾ࠷ ࡛㇗✭㛣ࡡࡗ㸦ࢅᆀᇡ࠹࠷࡛ࣂࢴ㸡࣭ࣙࣞࡢྙ⤣

්⥽ᠺ࡙ࡴࢂࡀࡾࡌ࡛࠹ࡻࡊኬぜᶅ㐛⛤ࡡࡆࠊࡾ࠵࡚ࡡ✭㛣ࡢ⥽්ࡡ㸡ࡈ

ࡅ㐑ࡊᠺ࡙ࡖࡻ࡞࡛ࡆࡾࡿࡼࡠ㔔ࡲ✒ᵋ⠇ࡡࢹ࣒ࣤࢩࣤࣝโᗐⓏࡱࡉࡱ

8)ࠊࡾࡿࡼ ᐐ࡛ᒈ᭻ฺ࡞ࡆࡐ⏲㸡⏐ᴏࡼ࠾ࡾ࠵࡚ྙ⤣㈠ᮇ⩇Ⓩ⤊ῥࡢྙ⤣

けࡿࡐ㸡࡞㸡ྜྷ࠷ࡵ࡚ࡱ࠹ゕࡢ࡛ࡆ࠷࠾࠷࡚ࢆ㐅ࡽ㝀࠷ࡈずฝࢅ

Ḛࡡᚗ⮾ࡌࡉࡴࢅᨳྜྷ┍࡛࠹࠷ᛮࡵ࡛ࡆࡗࡵࢅ┫㐛࡚ࠊ࠷ࡀ

㸡(8ࡍࡱࠈ ྙ⤣ῥ⤊ࡾࡄ࠽࡞ࣂࢴ࣭ࣞࣙࠊࡂ࠽࡙ࡖ㏁ࡽᣲ࡞⠾༟ࢅࡿὮࡡྙ⤣

㸝Ḛᕗ▴⅛㕪&6&)ࠊࡾ࠷࡙ࡖࡱጙࡼ࠾ヾㆉࡡᢇ⾙ᕣࡡ࡛࣒࢜ࣛ㸡ࡢࡀິࡡ

㗨භྜྷమ㸞ᅗࡡᕰሔ㝸ባ㧏ࡡࣂࢴ࣭ࣞࣙ࡞ࡴࡒ࠷✭㛣ࡢฦ᩷ࡽ࠽࡙ࡿࡈ㸡

ぜᶅࡡ⤊ῥ࡛ࡆ࠷࠾ࡼࡒࡢᕣࡡཋᅄ࡚ࢠ࣭ࣂࢪ࡛ࠖࡾ࠵ሒ࿈ 㸝ࠗ����

ᖳ㸞ࡢ㏑ࢵࢺࠔ࡙ࡊ࠹ࡆࠊࡾ࠷࡙ᕝᴏ࡛ࢪࣤࣚࣆ㎨ᴏࡡ⤎፡࡛ࠕゕࡒࡿࢂ

��ࠊࡾ࠵ࡀ࡚┍ྜྷ⛧㛭࡞ࡼࡈ�&)) ୠ⣎ࢵࢺࡢ࡞㛭⛧ྜྷ┍ࢵࢺ⤣ୌࡡ

ᇱ♇࡛࡚ࡆࡆ࡛ࡆࡒࡖ㉫ࠊ࠹ࢀࡓࡾࡿࡈ

��㸡ࡾࡌㅳḯࢅࠕ㯜㔘ࡡ⩇㈠ᮇࠔࡾࡹࢂ࠷ࡢࣂࢴ࣭ࣞࣙࠈ�� ᖳࡼ࠾

ࢨ࣭࣋࣬ࣞࣗࠔ㸡ࡊ࠾ࡊࠊࡾࡱᙁ࣑ࢫࣛࢻࣘࢨࢻ㸡⤊ῥ࡙ࡖࡻ࡞㛏ࡡ

��ࠔࠊࡒࡿࡼ࠻⩻ᚪこ࡛㐅ᒈࡡྙ⤣ࡾࡼࡈ㸡ࡢ࡞ࡾࡌ◒ᡬࢅࠕ࣑ࢫ࣐ ᖳ

ᮆࡼ࠾ (&ᅗᨳᗋࡢ⮤ᅗᕰሔಕ㆜࡞ࡴࡒࡡ㟸㛭⛧㝸ባࡽ࡞࠹ࡻࡾࡌ⏕ฺࢅ㸡

                                                  

9
 (8 �����㸡�㸡3HONPDQVࡢ࡙࠷ࡗ࡞ῥ⤊ࣂࢴ࣭ࣞࣙࡡ⌟ࡦࡻ࠽≟⌟࡛⛤㐛ࡡྙ⤣

0F'RQDOG�	�'HDUGHQ������㸡⏛୯࣬㛏㒂࣬ಕ࣬ᒷ⏛������ࢅཤ↯ࡒࡿࡈ

ࠊ࠷



Օࠊࡒࡖ࡞ࡾࡌ⌟්㝸ባ࠻ࡈ࡞ฦ㔕ࡒࡿࡈྙ⤣ࢆࡒࡖ࠷ Օ 㟸㛭⛧㝸ባ

ࡒࡴᙁࢅലྡྷࡾࡌ⨠㒼ࢅ㏸ᴏᣈⅤ࡞ᅗࡡ࡙ࡌࡢኬ௺ᴏࡴࡒࡾࡌᅂ㑂ࢅ

㸝͆ HYHU\WKLQJ��HYHU\ZKHUH͇ᡋ␆㸞8)ࠊ こᅗࡡᐵ༥௺ᴏ㸝ᕠኬ௺ᴏ㸞ࡢ㟸㛭

⛧㝸ባ࡙ࡖࡻ࡞≺༥ฺ₮ࢅ⋋ᚋࡾࡌ㸡ᠺ㛏ࡡ⮤ᅗࡷ (8 㸡ይࡍࡎᢖ㈠ࡢ࡞

Ἓ࡞ࣤ࣋ࢪࡷ࣒࢜ࣛࡡᢖ㈠࡙ࡊ࠹ࡆࠊࡒࡖ⾔ࢅ㸡ᠺ㛏Ѝᢖ㈠Ѝ

ᠺ㛏ࡡᝇᚘ⎌㸡࡛࠹࠷ (8 ࠊ�������S���㸞࠾㸝⏛୯ࠕࡒࡋ⏍ῥ✭ὕ⤊ࡡ≁≻࡞

ࢅග᭱࡞ࡴࡒࡾࡌ㸡㝸ባࢅᗣ࡙ࡊᗀ⠂ฦ㔕࡚ࡡᅗ㝷ᐵ༥❿ணࢅᒈ㛜ࡌ

ࡒࡊᑙ⡷ⱝ࡙ࡊࡐ㸡࡛ࡆࡾ �� ᖳࡡࡼ࠾⤊ῥ⮤⏜࡛ࢨ࣭ࢭࣛࣁ࣭ࣞࢡ

ࡿࡼࡴ㐅ࡊᢪᗣࡡ㸡㟸㛭⛧㝸ባࡼ࠾びⅤࡡࡗ㸧ࡡࡆࠊ࡛ࡆࡾࡌᑊᚺ࡞ࣤࣘ

ࡉࡱࡈࡡᅗහࡢࡿࡐࠊࡾ␏㈹ࡢ㸡㛭⛧ᗣ࡛ࡢᗣࡡ㟸㛭⛧㝸ባࠊࡂ࠷࡙

ࡷභ㏳ࡡ㸡ᕝᴏぜࡊこࢅᨭንࡡโᗐࡷἪᚂࡱ (8 ⤣ୌぜࡡషᠺ

ࡽ࠵ࡡᶊᅗᐓࡡ㸡ᚉᮮࡢࡿࡐࡒࡱࠊࡾషᴏ࡛ኬ⭶ࡗ࠾々㞟࡙ࡴࢂࡀ㸡

᪁࡞ኬࡀንᐖࢅ㏍ࡾ㐛⛤࡚ࠊࡾ࠵ࡵ

��ࠈ�� ᖳࡡᚃ༖ࡼ࠾ᕰሔ⤣ྙࡢᮇࡊ㸡ࠔ�� ᖳ࣭ࣇࡾࡿࢂ࠷࡛ࠕ࣭ࣁ࣭ࣆ

ࡒࡿࡈฦ᩷ࠊࡒࡊ㌷ᥦࡂࡀኬࡢິ⾔ࡡᐵ༥௺ᴏࡡࣂࢴ㸡࣭ࣙࣞ࠾ࡾࡆ㉫࣑

ᅗᕰሔ࡞ࡿࡑࡿࡐ㏸Ꮔఌ♣ࡀ࠽ࢅ⌟ᆀ㈅ࡼ࠾࣭ࣤࢰࣂ࠹࠷࡛ࡾࡌ㸡᭩㐲

ᆀࡡᕝሔࡡ㞗⣑㸡ᅗሾࢅ㉲ࡒ࠻ 0�	�$㸡ኣぽ⤊ႜࡡࢪࢾࢩࣄࢤࡼ࠾㞗୯

��ࠔ㸡ࡣ࠻࡛ࡒࠊࡾ࠵࡚ࡡࡒࡊ⾔㐅ຝ⋙࣬ྙ⌦ࡡ㸡ᕠኬ௺ᴏ�� ᖳ࡞

(8�� ᅗ࡞ �� ࣁ࣭ࣛࢼࣗࡡ࣭࣭࣒࢜㣏ဗ࣬⏕Ꮥဗࡒ࠷࡙ࡊ⨠㒼ࢅᕝሔࡡ

Օ Օ ��㸡ࡢ ᖳࡢ࡞㸩ᕝሔ㸡�� ᖳ࡞࠷ࡗࡢ࡞㸧ᕝሔ㸝ⱝ≺㸞࡞㞗⣑ࠕࡒࡊ㸝⏛୯

΅࡞㸦ࡼ࠾㸭ࢅಲᗔᩐࡡࢪࣛ࢟ࡢࣂࢴ࣭࣭ࣞࣙ࣬ࢼࢮࠔࠊ�������S���㸞࠾

㸡(8ࡊࡼ ධమ࡚࠾ࡍࢂࡵ㸩ࢅ⏤゛ࡾࡌ΅๎࡞Ⓠ⾪ࠊࡒࡊ㐠㊨㐘㏞ࡡ⮤⏜࡛࠵

࣭ࣞࣙ࠷ࡊࢂࡈࡨ࡞㸡༟ୌᕰሔࡀ㉫㸝∸Ὦ㸞㠁ࢪࢠࢷࢪࢩ㸡࡙ࣞࡖࡱ࠷

㸝ྜྷࠕࡾࡿࡼずᠺ㛏ࡡ࣭ࢰࣤࢬὮ∸ࣂࢴ S���㸞ࡒࡱࠊ㸡(8 㛭౿ࡡ )', 㟸ᖏ

්࣭ࣤࢰࣂࡡ㛣Ⓩᒈ㛜✭ࡡ㸡㈠ᮇ࡚࡛ࡵࡡንࡡโᗐⓏ᮪௲ࠊࡒࡊὩⓆ࡞

⥽ᠺ࠹ࡻࡡࡆࠊࡾ࠵࡚ࡡࡒࡿࡈᇡහᕰሔࡡᠺᯕࡐࡆࡣࡿ࠵㸡㏳㈄⤣ྙ⌟

ᐁࡡㄚ㢗࡛࡙ࡊ⛤ࠊࡾ࠻࠷࡛ࡒࡀ࡙ࡖ୕࡞

8)ࠈ ㅎᅗࡢ⡷࡞Ẓ࡙㛜ᨲᗐኬࡂࡀ㸡ࡒࡱ⤊ῥぜᶅࡵᑚࠊ࠷ࡈᇱ㍀㏳㈄࡚

ࡌᅂ㑂ࢅἛ≟ࡾࡿࡈᅂࡽᣲῥ⤊ࡡᅗࣂࢴ࣭࡙ࣞࣙࡖࡻ࡞ንິࡡࣜࢺࡾ࠵

㸡(8ࡂ ᵋᠺᅗࡢ ���� ᖳࡼ࠾ࡴࡋࡢ㏳㈄༝ງ࡙ࡊ࠹ࡆࠊࡒࡀ࡙ࡊ⤾⤽ࢅⅥ᭨



┞ሔྜྷ┍ᙟᠺࡒࡿࡈ㸡ᅖᏽ┞ሔโࡢཤຊᅗࡡ⤊ῥࡀິࡡ㸡࡛࡞ࡂ∸౮୕᪴

㏳㈄༝ງࡢ࡞ࡡ࣑ࢫࣛࢻࣘࢨࢻῥ⤊ࠊ࠷ࡀᣚ࡚⥌࡛࠷࠷࡙ࡊ㎾⋘

8)ࠔࡊ࠾ࡊࠊࡾ࠵࡚ࡡࡒࡖ࠾ࡒ❟ࡽᠺࡢ ࡵࢅῥ༱ᶭ⤊ࡡけḚ㏳㈄Ⓩฦࡡ

�����������S࠾㸝⏛୯ࠕࡾ࠷࡙ࡊࡼࡒ㸞࡛ࡡヾㆉ࡞ᇱ࡙࠷ࡘ㸡(06㸝Ḛᕗ㏳㈄

โᗐ㸞ࠊࡾࡌࢹ࣭ࢰࢪ�� ᖳᚃ༖ࡢ࡞ (06 ྙ⤣ᕰሔ࡞ᬊ⫴ࢅࡿࡆ㸡ࡊᏭᏽࡢ

ࠊࡒࡿࡈᐁ᪃⏜⮤ࡡິ⛛㸡㈠ᮇࡲ㐅

ࢺࠊ��࠹ࡱࡊ࡙ࡖ࡛⬗ྊ⌦⟯Ⅵ᭨࡙ࡖࡻ࡞⏜⮤ࡡິ⛛㸡㈠ᮇࡊ࠾ࡊࠈ

ࣛࢹࢪ࣭࣏ࡡ࡚ࢪࣤࣚࣆࡒࡊᬊ࡛⫴ࢅἛࡾࡂࡼ࠾ᅸງࣝࣆࣤࡡୌᚃ⤣ࢵ

ず࡙㸡(8ࢅࡽ୕ࡽ┊ࡡ᮪⣑ཬᑊࢹࣃ ࿔⦍ㅎᅗࡼ࠾㈠ᮇ㏠㑂ࠊࡾࡴࡋࡢࢅᢖ

ᶭᨯᦹ㐛⇍ࡊ㸡(06 ࡒࡊ⤂ࡢථ࡚ᢖᶭኬ⭶ࡡ≻ࠊࡒࡖ㝏࡞༱ᶭࡢ

࣭ࣞࣗࠊࡒࡖ࡛ࡡࡵࡾࡄࡘ㇗༰ࡂᙁࢅᚪこᛮࡡྙ⤣㏳㈄ࡢ༱ᶭࡡࡆ㸡ࡡࡡࡵ

㸡(8ࡿࡈシ୯ኳ㖗⾔โᗐ࣭ࣞࣗ࠷ࡵ࡛࡞ᑙථࡡ ᅗẰ⤊ῥⓏࡢྙ⤣ῥ⤊ࡡ

ࠊ࠹ࢀࡓࡾ࠻࠷࡛ࡒࡀ࡙ࡊ⾔㐅࡚ࡱ࡞ࣜ࣊ࣝ

8)ࠈ 㸡(8࡞࠹ࡻࡒ㏑࡞ࠊ࠹ࡻࡊᴣびࢅโᗐⓏ㦭ࡡ 㸡㈀㸝ၛဗ㸞࣬ࡢྙ⤣

ࡵࡌࡉࡴࢅ⏜⮤ࡡິ⛛ࡡこ⣪⏐⏍ࡡࡗ㸩࠹࠷㈠ᮇ࣬ெ㸝ຘ഼ງ㸞࡛࣬ࢪࣄ࣭ࢦ

㸡(8࡞ࡴࡒࡾࡌಕ㝸࡞โᗐⓏࢅࡼࡿࡆࠊࡾ࠵࡚ࡡ ᅗᐓࡢ࡙࠷࠽࡞ฦ㔕ྙ⤣ࡢ

ᶊࢅ㒂ฦⓏ࡞ጟ㆙ࠊ࠹ࡻࡀ࡚ࡵ࡛ࡆࡌࡲ࡛ࡾ࠷࡙ࡿࡈ⤊ῥⓏࡢ࡞㸡࣭ࣙࣞࢴ

ᏽࢅྙ⤣㸡⤊ῥࡢ᮪⣑࡚ࢹࣃࣛࢹࢪ࣭࣏ࠊ࠷ࡿࡊࡵ࠾࠷ࡻࡵ࡙ࡖ࠷㏻㑝࡛ࣂ

ࡒࡴ (& ᮪⣑࡛୩࡚ࢆ㸡භ㏳አஹ࣬Ꮽධಕ㝸ᨳ➿㸡ྒྷࡦࡻ࠽Ἢ࣬හຸ༝ງཱི

ᅗሾࢿெ࣓࡙࣬ࡖࡻ࡞㸡༟ୌᕰሔᏰᠺࡢἪ࣬හຸ༝ງྒྷࠊࡾ࠷࡙ࡿࡼࡿථࡽ

ࢅ㆑ᐳ࣬⛧㛭༝ງ㸡ᵋᠺᅗ࡚ࡡࡾ࠻㉲࡞⏜⮤ࢅ (8 ༝ງ࣬ᙁ࡚ࣜ࣊ࣝ

��㸡ࡢࡡࡒࡿථࡽཱིࢅฦ㔕ࡡῥ௧አ⤊᮪⣑ࠊࡾ࠵࡚ࡡࡵࡾࡌ�� ᖳᮆࢮ࡞㏻

ゆమࡊ㸡(8 ࡖ࡞ሔ❟࠹ㇿࢅ௴㈈࡞Ꮽᏽࡡࣂࢴ࣭ࣞࣙࡵአஹ࣬Ꮽධಕ㝸㟻࡚ࡢ

ࡢᶊ㝀ࡡ⾔ᨳ➿ᇮࡢ㎨ᴏ࡚࡞࡚ࡌ㸡ࡒࡱࠊࡾ࠵࡚ࡼ࠾ࡒ (8 ࡒ࠷࡙ࡿࡈጟ㆙࡞

➿㸡භ㏳㏳ၛᨳ➿࣬⏐ᴏᨳ࡙ࡖࡻ࡞ྙ⤣㸡ᕰሔ (8 ☔➿ᨳࡡ࡚ࣜ࣊ࣝ

ࠊࡒࡖ࡛࡛ࡆࡾࡌ❟

᮪ࢹࣃࣛࢹࢪ࣭࣏㸡࡞ࡴࡒࡾࡌಕ㝸ࢅୌ⯙Ⓩ㏳⏕ᛮࡡࡐ㸡ࡢ࡙ࡊ㛭࡞࣭ࣞࣗࠈ

                                                  

10
 ᅖᏽⅥ᭨┞ሔ㸡㔘⼝ᨳ➿ࡡ⮤❟ᛮ㸡⮤⏜㈠ᮇ⛛ິ㸡ࡡ㸨ྜྷࢅࡗࡗ࠾ᜇᖏ

Ⓩ࠹࠷࡛㸡࠷ࡼࡣࡿࡄࡊᛍ᩷ࢅࡗ㸦࠾ࡿࡍᚪ㸡ࡍࡀ࡚ࡢ࡛ࡆࡌࡒ࡞

ぽᙟࡡ⬗ྊࠔࡾࡹࢂ࠷ LQFRQVLVWHQW�WULDQJOHࠊࡾ࠵࡚ࠕ



⣑ࡦࡻ࠽Ḛᕗ୯ኳ㖗⾔Ἢᤛࡾࡃࡴࢅ࣭ࣞࣗࠊࡾࡿࡼ࠻౿ணࡢ࡞Ḛᕗ㈠ᮇึ

ᡜ᭩⤂Ⓩࡡ࣭ࣞࣗࠊࡌୖࢅ᩷ึୌ⯙Ⓩ⏕ࢅ࡚ࢹࢪࢤྊ⬗࡛ࡊ㸡࣭ࣗ

ࣞ౮ೋࢅᏭᏽࡾࡎࡈᙲࡢ㸡࣭ࣗࣞ୯ኳ㖗⾔โᗐᢰࡒࡱࠊ࠹㸡㏳㈄⤣ྙཤຊ

ῥᨳ⤊ࡡ㸡ᅗᐓࡢᏭᏽ㸡ධ㈀ᨳ㸞ࡡ㸩᮪௲㸝∸౮Ꮽᏽ㸡㔘ฺ㸡Ⅵ᭨┞ሔࡡ

ࡆࡾࢂ㛭࡞Ⓩ├࡞ୌඔࡡ㇗✭㛣ࠊࡾ࠵࡚ࡡࡵࡾࡌโ⣑ࡂᙁࢅᶊࡡ୕➿

ࡈ࡚ࣜ࣊ࣝࡒ࠻㉰ࢅᅗẰᅗᐓࡡ㸡ᚉᮮ࡙ࡊ࡛ࡴࡋࡢࢅ⨠ㅎࡡ୕⼝㏳㈄࣬㔘ࡡ

ࠊࡾ࠷࡙ࡊᵋᠺࢅ㉰ᅗᐓᶭ㛭ࡗࡵࢅ⬗ᶭ㸡ᅗᐓⓏࡿࡼࡅ୕ࡽషโᗐࡱࡉࡱ

㸡(8㉰ᅗᐓⓏᶭ㛭ࡡࡆ࡙ࡊࡐ ��ࠊࡾ࠵࡚ࡡࡾ࠵࡞ᆀనࡾࡌ᥆㐅ࢅྙ⤣�� ᖳ

ࡈโ⣑ࢅᶊࠔࡵᖼᗐࢪࣛ࢟ࠊࡾ࠷࡙ࡿࡈᐁ᪃ࡵḚᕗ㆗ఌ├㐽ᣪࡢࡼ࠾

ࠕ࡛ࡾࡿ 㸡(8ࡢ࡛ࡆࡒࡖ࠾ࡊཤຊ࡞⛤㐛ྙ⤣࡚⏜⌦࠹࠷ ᵋᠺᅗࡡࡐᶊࢅ㸡

ᑛࡵ࡛ࡂ㒂ฦⓏࡢ࡞ (8 ࠊࡾ࠷࡙ࡊ♟࡞ࡈࡱࢅ࡛ࡆ࠹࠷࡛ࡾ࠷࡙ࡊ㆙ῳ࡞

ࢆࢀࡔࡵ㸡࠻࠷ࡢ࡛ࠈ (8 ࢂࡒࡖ࡞ᅗᐓࡡ༟ୌࡡ㏻㑝โ࠹ࡻࡡ࣒࢜ࣛࡢ

ࡡ㛣ࡡὩິ࡛ྙ⤣ᅗẰ⤊ῥ࡛㉰ᅗᐓⓏ㸡ᇻᅖࡢ࡛ྙ⤣ῥ⤊ࠔࠊ࠷ࡢ࡚ࡄ

᩷ࡡ㜒ண࡚ࠕࡾ࠵㸝⏛୯࠾�������S���㸞8)ࠊ 㸡ࡢࡡ࠹ᢰ࡙ࡊ࡛ࢅᨳ⾔ࡡ

ᐁ㝷ࡢ࡞ᵋᠺᅗࡡ┤ᖿ࡛ࠊࡾ࠷࡙ࡖ⌟ᐁⓏࡵ࡞㸡ᵋᠺᅗࡡᨳ➿ᶊ㝀ࢅධ㟻Ⓩ

��ࠊࡒࡖ࠵࡚⬗ྊࡢྙ⤣㸡ᕰሔࡢ᪁࡚ࡽࡷ࠹ࡻࡾࡌጟ㆙࡞�� ᖳࡡ࡚ࡱ

ืฦ㔕ࠔࡢྙ⤣ࡾࡄ࠽࡞භྜྷమ᪁ᘟ࠹࠷࡛ࠕ㸡ᕰሔ⤣ྙࡢ࡙࠷࠽࡞㸡ࠔ⤊ῥ

Ⓩ㏻㑝⩇࠹࠷࡛ࠕฦᴏ᪁ᘟᑙථࡔࢂࡌࠊࡒࡿࡈ㸡ᕰሔ⤣ྙἪ௦ࡢ㸡ᵋᠺ

ᅗ࡞↋ᩐࡡἪᨭḿࡊࡼࡒࡵࢅ㸡ࡒࡱࡿࡐኣᩐࡡぜโࡡን᭞࡛ἴཀྵ࡚ࡡࡾࡌ㸡

ࡡ୯ᰶ㒂ฦࡡྊḖࡢ㸡ᣞ௦࡚ࡆࡐࠊ࠷ࡀ࡚ࡢ࡛ࡆࡾࡌ⾔ᙁ࡞㛣▯ࢅྙ⤣

ࡡࡡࡐࢅぜᏽࡷἪᚂࡡᅗࡢ㒂ฦࡾ࠻㉰ࢅࡿࡐㄢ㸞㸡ࡡ㸝᭩㝀ࡴᏽࢅࡲ

ᅗᢆヾࡾࡌ㸝┞பᢆヾ㸞ࡡࡆࠊ᪁ᘟࡢᅗࡡኣᵕᛮࢅスᐖࡗࡗࡊ㸡ぜโࡡ᭩

ࡢ࡚ࣂࢴ㸡࣭ࣙࣞࡒࡱࠊࡾ࠷࡙ࡿࡼ࠻⩻࡛ࡂ࠷࡙ࡊᩙ࡞ᵕᘟࡡᅗ࠾ࡷ⥾ࡵ

⏐ᴏࡡᆀᇡ≁ࡢ࡞࠹ࡻࡡ࣒࢜ࣛ㐅ࡍࡼ࠽࡚ࢆ㸡࡛ࢤ࡞ࡂㅎᅗࢆ࡛ࡢ

ࠊࡌࢅᴏᵋ㏸⏐ࡡ㢦జࡒࡖࡱ࡛ࡱᗐ⛤ࡾ࠵ࡿࡑࡿࡐ㸡ࡊಕᣚࢅᴏ㒂㛓⏐ࡡ

㸝༟ୌḚᕗ㆗ᏽ᭡㸞$)6ࠊࡾࡿࢂ⌟࡞㟻࡚❻Ⓩࡡ㸡ㄚ⛧ᶊࡢᛮ❟≻ࡡᵋᠺᅗࠈ

ᕰሔ⤣ྙ㛭㏻ࢅ㸡≁ᏽ㐛㔔ኣᩐỬโࡼ࠾ධఌୌ⮬᪁ᘟࡡ࡚ࡱࡿࡆࡡ㸡⌦ఌࡢ

Ἢ௦࡞㐲⏕ࡓࡡࡒࡊ㸡⛧㝸ባࡡᗣࡢౚአ࡛ࠊࡾ࠵࡚ࡡࡒࡿࡈ

6FKXPSHWHU���ࡾࡌ㉫ࢅ࡛ࡆࡒࡊぜᏽ࡙ࡊ࡛ࠕᅗᐓ⛧⛊ࠔࢅ㎾ᅗᐓ���

ࠊ࠷⮾࡞㟸ᖏࡢⅤࡡࡆ㸡ࡣࡼ



ࢅ⏜⮤ࡡິ⛛ࡡࡗ㸡㸩ࡢⅤ㔔こ࡞ࡂ࡛ࠈ (8 ୌࡢ࡞㸡ᐁ㈹Ⓩࡵࡗࡗࡊᵾᴮࡢ

⯙ຘ഼⩽ິ⛛ࡡᑛ8)ࠔࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆ࠹࠷࡛࠷ ⤊ῥ࣭ࣞࣗࡢ࠷ࡾ࠵࣑ࢷࢪࢨ

⤊ῥࡡ࣭ࢱ࣭࣍ࢪࣞࢠࡢ࣑ࢷࢪࢨ㸝ᅗሾࢅ㉲ࡾ࠻㸞ຘ഼⩽࡙ࡴࢂࡀິ⛛ࡡ㝀

㸡(8ࡽ࠽࡙ࡿࡼ ຘ഼ᕰሔ᰷࡛ࡆ࠷ࡒࡵࢅᣈ࡛࡙ࡖ㸡࡙ࡴࢂࡀฦᶊⓏࢨ

8)ࠔࠊ�������S��㸞࠾㸝⏛୯ࠕࡾ࠷࡙ࡊᚡ࡛≁ࡀኬࢅ࡛ࡆࡾ࠵࡚࣑ࢷࢪ ࡢ ((&

ࠔࡼ࠾ຘ഼ࢅࠕິ⛛⏜⮤ࡡ᮪⣑࡞᥎ࡒࡊࡢࡅ㸡ᐁ㝷ࠔࡢ࡞හᅗẰᙽ㐕ࠕ

โᗐ࠹ᚉ࡞ຘ഼ぜโࡷ‵㈜㔘Ềࡒࡿࡼࡴᏽ࡞࡛ࡇᅗࡢ⩾㸡⛛Ằຘ഼ࡿࡈ⏕㐲

ḿࡵឺ≟ࡡࣚࣁࣚࣁ࡞࡛ࡇᅗఌಕ㝸โᗐ♣ࠊ㸞ࠕථᅗ┐╡โུࠔ㸝ࡒࡖ࠵࡚

ᇡහᕰሔᙟᠺ㐛ࡢ࡛ࡆࡡࡐ㸡ࡽ࠵࡚ࡽ࠾ࡣྞࡢࠕິ⛛⏜⮤ࡡ⩾ຘ഼ࠔ㸡ࡍࡿࡈ

㸝ྜྷࠕࡒࡖ࠾ࡢን᭞࠷ࡈࡖ࠷ࡵ࡚⛤ S���㸞ࠊහᅗẰᙽ㐕㸝QDWLRQDO�WUHDWPHQW㸞

8)ࠔ㸡ࡢ ᇡහ࡚ᅗሾࢅ㉲ࡾࡌິ⛛࡙࠻⌟ᐁⓏྊ⬗ᛮࡷ⤊ῥⓏㄇᅄࡈࡖ࠷ࡢ࡞

㸝ྜྷࠕ࠷ࡊ▩㛭࠷ S����㸞࠹࠷࡛ࣂࢴ࣭ࣞࣙࠊ✭㛣࡞ࢆࡒࡢୌඔࡾ࠷࡙ࡿࡈ

ࡒࡿࡈྙ⤣㸡ࡂࡢ࡚ࡡ࠹࠷࡛ (8 ࣝࡡ㛣✭࠹࠷ᅗᐓ࡛ࡡࠍ㛣࡛㸡✭࠹࠷࡛

ࡀᘤࢅၡ㢗ࡡ᭯≁㸡ࡢ㔔ᒒᛮࡡ㛣✭࠹ࡻࡡࡆࠊࡾ࠵࡚ࡡࡾ࠷࡙ࡊᏋెࣜ࣊

㉫ࡢࡿࡐࠊࡌ (8 ࡴࢅᣞ௦᱄㸞ࣤࢰࣖࢨࢢࣜ࣍ࡾࡹࢂ࠷ᣞ௦᱄㸝ࢪࣄ࣭ࢦࡡ

ࠊࡾ࠷࡙ࡿࢂ⌟࡞ᆵⓏ࡞��⣦⣍ࡾࡃ

����㸡࡛ࡵ࡛ࡵࡢᣞ௦ࢪࣄ࣭ࢦࠈ ᖳ࡞ᢝࣤ࣍ࢪࣛࡒࡿࡈᡋ␆ࢅ㐡ᠺࡴࡒࡾࡌ

ࣄ࣭ࢦ㸡ࡢ࡞ࡴࡒࡾࡅ୕ࡀᘤࢅணງ❿ࡡࣂࢴ࣭ࣞࣙࠊࡒ࠷࡙ࡿࡼࡴ㐅ᏽ➿࡞

ࡡᙔิࠊ࠷ࡼࡣࡿࡄࡊᗣࢅ㝸ባࡱࡉࡱࡈࡾ࠷࡙ࡅጄࢅ⏜⮤ࡡᥞ౩ࢪ

ᣞ௦᱄࡚ࡢ㸡ප─Ⓩࡦࡻ࠽㟸⤊ῥⓏࢅࢪࣄ࣭ࢦ㝎࡙࠷㸡ࢪࣄ࣭ࢦࡡ࡙ࡌ

ᑊ㇗࡛ࡒࡱࠊࡒ࠷࡙ࡖ㸡ࢪࣄ࣭ࢦᥞ౩⩽ࡡࡐᮇᅗ࡚ᚪここ௲࡙ࡊࡒࢅ

エ᪺ࠕཋ⏐ᅗཋ์ࠔ࠹࠷࡛࠷ࡿࢂၡࡢこ௲ࡡᥞ౩ᅗ࡚ࢪࣄ࣭ࢦ㸡ࡣࡿ࠽

ఌⓏ♣ࠊࡾࡦᾆࢅᢀึ࠷ࡊ⃥ཋ⏐ᅗཋ์ࡡࡆࡊ࠾ࡊࠊࡒ࠷࡙ࡿࡈ 1*2 㸡ࡢ

࣭ࢦ─㸡පࡽ࠵࡚ࡡࡵࡾࡎࡈඁࢅண❿ࡵࡽࡻఌⓏ࣬⎌ሾⓏ㛭ᚨ♣ࡢᣞ௦ࡡࡆ

ࡡࡆ㸡ࡢྙ⤄ຘ഼ࡒࡱࠊࡒࡊ㟸㞬࡛࠹ࡱࡊ࡙ࡊ࡞ၛဗࡡࡴࡒࡡ㏛ị₮ฺࢅࢪࣄ

ᣞ௦᱄ࡢぜโ⥾ࢅಀ㐅ࡊ㸡ຘ഼⩽ࡡᶊฺࢅᓻ࡙ࡊ࡛ࡾ࠵ࡿࡐ࠽ࡌᢀึࡒࡊ

                                                  

�����D�㸡℀ཾࡢ࡙ࡊ㛭࡞リ⣵ࡡၡ㢗ࡡࡆ����E�㸡ࡦࡻ࠽≺❟⾔ᨳἪெ�ຘ഼ᨳ

➿◂✪࣬◂ಞᶭᵋࢹࢦࡡ㸝KWWS���ZZZ�MLO�JR�MS�㸞ࠔࡡᾇአຘ഼ሒ�!�ᅗ

ืሒ�!�(8ࠕ㸝KWWS���ZZZ�MLO�JR�MS�IRUHLJQ�NXQLEHWVX�HX�HX�KWP㸞ࢅཤ↯

ࠊ࠷ࡒࡿࡈ



8)ࠊ�� ຊ┍ᅗࡄུࢅࡼࡿࡆࡢ㸡ྜྷᵕࡡᠩᛍ࠹ࡻࡡࡆࠊࡒࡊ᪺⾪ࢅ㸡ᣞ௦᱄

ࡢᛍ࠹࠷࡛࠾࠷ࡢ࡚ࡡࡾࡌᐖヾࢅࢡࣤࣅࣤࢱ࣬ࣜࣔࢨ࣭ࢮࡢ (8 ㅎᅗࢤ

ࡡ࡚ࢪࣤࣚࣆ㸡ࡿ࠾ᢢࡂᗀ࡙࠷࠽࡞ (8 ἪᢀࡡᅗẰᢖ⚂ࡾࡄ࠽࡞ኬࡀண

Ⅴ࡛ࢪࣄ࣭ࢦࠊࡒࡖࡵᣞ௦᱄ࡢ㸡ࡡࠕࢪࣄ࣭ࢦࠔ࡞ࢆࡒၡ㢗࡚ࡂࡢ㸡(8 ࡞

ࠊࡾ࠵࡚ࡡࡒࡊๆ⃥ࡂᙁࢅၡ㢗ࡡິ⛛ຘ഼ງࡾࡄ࠽

࡞㸡ᅗẰ⤊ῥࡢ༟ୌᕰሔࡾࡌಕ㝸ࢅິ⛛⏜⮤ᇡහࡡ㈠ᮇ࣬ெ࣬ࢪࣄ࣭ࢦ㈀࣬ࠈ

㢦జࡒࡊ✭㛣ࢅ (8 ぜᶅ࡚ᙟᠺ8)ࠊࡾࡌ࡛࠹ࡻࡊ ࢅ༟ୌᕰሔࡡࡆࡢᕠኬ௺ᴏࡡ

ᇱ┑࡛ࡗࡗࡊ㸡(8Ѹ ୯᮶ḚѸ ࢅࢠ࣭࣠ࢹࢴࢾ⏐⏍࡞ኬ⤊ῥᅥࡾࡒࡱ࡞ࢤࣜࢹ

୯᮶Ḛㅎᅗ࡛ࠊࡒࡅ୕ࡀᘤࢅᅗ㝷❿ணງ࡙ࡖࡻ࡞࡛ࡆࡾࡌ⧂⤄ (8 ኬ௺ᴏࡢ㧏

ᠺ㛏࡛❿ணງ୕࡛᪴͆ࡡZLQ�ZLQ͇㛭౿ࢅషࡊ࠾ࡊࠊࡒࡀ࡚࡛ࡆࡾࡅ୕ࡽ㸡

࣭ࣗࣞᇡࢤㅎᅗࡡᅗẰࡢ⮤ᅗ௺ᴏࡡᢖ㈠Ὦฝ࡛ᠺ㛏࣬㧏ᴏ࡞ⱖ࠷࡚ࢆࡊ

Ὦࡡ⩾ຘ഼ࢪࣄ࣭ࢦࡡ㸡୯᮶Ḛ࡙ࡊ⏕ฺࢅࠕິ⛛⏜⮤ࡡࢪࣄ࣭ࢦࠔ࡞ࡆࡐࠊࡾ

ථ㉫ࡾࡀྊ⬗ᛮ㧏ࠊࡾ࠵࡚ࡄࢂࡒࡖࡱᙔิࡢ⏤゛ࡡྙ⤣ࣂࢴ࣭ࣞࣙࡡ㸡ࡵ

ࡡ࡛ࡵ࡛ (8� ࠷ࡏ࠷ࡎࡢ࠷ࡾ࠵ (8�� 㸡ࢀࡆ࡛ࠊࡒ࠷࡙ࡊ๑ᥞࢅ㐅ㅎᅗࡡ

㈜㔘ᕣ㸪ฦࡡ㸦௧ୖࡡᅗ㸝୯᮶Ḛ㸞ኣᩐཤຊࡼ࠾ࡓࡡࡒࡊ㸡ࢤㅎᅗᅗ

Ằࡡ㞘⏕ࡢ࡙ࡖ࡛࡞ኬࡀ⬛ጸ࡚ࢤࠊࡾ࠵ㅎᅗࡡᅗẰࡢ⮤ᅗ⤊ῥࡵࢅ─ฺ࡞

ࡢ࡙࠷ࡥ᮶᪁ᣉኬ㸡࠷ࡈࡼࡒ (8 㸡(8ࡽᢀึⓏ࡛࡞ྙ⤣ Ἢ᮪⣑ࡢ ���� ᖳ

㸪᭮ࢪࣤࣚࣆ㸡㸫᭮ࡡࢱ࢛ࣤࣚᅗẰᢖ⚂࡚ኬᕣྫྷ࡙ࡖࡵࢅỬࠊࡒࡿࡈ⤎ᑻ㸡ࢦ

����㸡ࡿࡼ࠻ຊࢅಞḿኬᖕࡢᣞ௦᱄ࢪࣄ࣭ ᖳ �� ࠊࡒࡿࡈḚᕗ㆗ఌ࡚ྊỬ࡞᭮

℀ཾ�����D��E�ࡢ㸡(8 ࢴ࣭ࣞࣙࠊࡾ࠷࡙ࡊᒈ᭻ࢅ❟ᶖࡡຘ㛭౿โᗐࡡࣜ࣊ࣝ

࡛ࡒࡀ࡙ࡊᾃ୕࡞ᮇⓏၡ㢗࠹࠷㸝⤣㸞࡛ࢪࣤࢻࣁ࢝ࡾࡄ࠽࡞㛣✭ࡡኬࣂ

ࠊ࠷ࡿ▩ࡵ࠾ࡾ࠻࠷

8)ࠈ ࡚࡛ࡆࡾࡌゆ⌦࡙ࡊ࡛࡛ࡆࡾࡌᠺ⥽්ࢅ㛣ᵋ㏸✭ࡡࣂࢴ㸡࣭ࣙࣞࡢྙ⤣

㛣Ⓩ✭ࡡୠ⏲ᕰሔ࠹࠷࡛ࣤࣘࢨ࣭ࢭࣛࣁ࣭ࣞࢡࡾࡹࢂ࠷㸡ࡢࡿࡐࠊ࠹ࢀࡓࡾࡀ

ぜโ⥾ࡢ⛤㐛ࡡࡐࠊࡒࡖ࠵ን㠁࡚ࡡࣂࢴ࣭ࣞࣙࡡ࡙ࡊᑊ࡞㸤ࡡ࡚࠾ࡡ⥽්

㸝GH�UHJXODWLRQ㸞࡛ࡾࡿࢂ࠷㸡࡞ࢆࡒࡢࡿࡐぜโࡽཱིࢅᡮ࡞࡛ࡆ࠹ᑸࡾࡀ

ࡂ࠷࡙ࡊᵋ⠇ࢅࢹ࣒ࣤࢩ࡙ࣤࣝࡠ㔔ࡲ✒࡞ࡒ᩺ࢅโᗐࡡࡂ㸡ᩐኣࡂࡢ࡚ࡡ
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࠷࡙ࡊཬᑊ࡞ᙟᠺࡡ༟ୌᇡහᕰሔࡡࢪࣄ࣭ࢦ㸡ࡢ㸡(78&㸝Ḛᕗຘ㏻㸞ࡊࡓࡒ 

�㸝℀ཾ������D࠷ࡢ࡚ࡄࢂࡾ�E㸞ࠊ



�㸝UH�UHJXODWLRQ࡛ࡆ�⏛୯࠾������㸞࡛ࠊ࠷ࡼࡣࡿࡄ࠻ࡼ࡛࡙ࡊโ

ᗐᵋ⠇ࡢ㸡ࡡࡐࡡࠍ⤊ῥ≟Ἓ࡚࡛ࡵࡡ㸡␏㈹ㅎమ㛣ࡡ㌭㎒ࡡష⏕ࡄུࢅ

ࠊ࠷ࢂࢀࡐࡢࡲ㊂୩ࡡ㸡ㅎᅗࡽన࡛ඁ࣑ࢫࣛࢻࣘࢨࢻῥ⤊ࡢ࡞Ἓࠊࡾ

ᢖᶭ㈠ᮇࡢㅎᅗᨳᗋࢅ⩳ᘕࡒࡱࠊࡾࡌ༱ᶭࡒࡖࡓࣚࣁࣚࣁࡢᅗฺࡡࠍᐐࢅୌ⮬

ࡿࡐ㸡ࡊಀࢅ⥽්ࡡ㛣Ⓩᏽన✭ࡡ㸡㈠ᮇࡢโᗐⓏ⎌ሾࡒࡿࡈᙟᠺࠊࡾࡌࡵࡎࡈ

ࠊࡂ࠷࡙ࡎࡈንᐖࢅῥ≟Ἓ⤊

㇗㸡ୌඔⓏࡢ㛣✭ࡾࡂ࡙ࡖ࠵ࡀ࡚࡙ࡊ࡛⤎々ྙⓏᖉࡡ⛤ㅎ㐛ࡒࡊ࠹ࡆࠈ

✭㛣࡛ࡢࡽࡻ࠹࠷㸡ኣඔⓏ✭㛣ᵋ㏸࡛ࠊࡾ࠷࡙ࡖ㛏Ⓩ࡞ (8 ⤣࡞Ᏸධ

ୌࡒࡿࡈᶊࢅങ࠷࠻࠷ࡢ࡛࠷ࡼ࡞࡛ࡆࡾ࠻㸡⌟≟ࢅᢍᥩࡌ࡛࠹ࡻࡊ

ࡐࠊࡾ࠵㔔こ࡚ࡐࡆ㔔ᒒᛮࡡ㸡ㅎ✭㛣ࡂࡢ࡚ឺ≟ᏽᖏ࠹ࡻࡡࡐ㸡ࡽ㝀ࡾ

ࠊࡾୌこᅄ࡛ࡡࢹࢠࣛࣆࣤࢤ㸡♣ఌⓏࡒࡱࡢࣝࢫࡡ㛣ࡡࣜ࣊㛣ࣝ✭ࡾ␏࡙ࡊ

ୌඔࡒࡿࡈ✭㛣ࡾࡌ⬦❟࡞ᕠኬ௺ᴏ㸡ࡡࡿࡑࡿࡐᅗ࡚␏ࡾ≟Ἓࡒࡿ࠾࠽࡞

ຘ഼⩽㸡୯᮶Ḛ᩺ࡡຊ┍ᅗ㸡ຊ┍ᅗ㸡(8 ࠍ㸡ᶭ㛭㸡ࡡࣜ࣊ࣝ (8

ࡡᐐฺࡡㅎమࡵ࡚ࡆࡆࠊ࠹ࡆ࠽ࢅビ౮ࡒࡖ␏࡙࠷ࡗ࡞ࡼ࠾ࡿࡆ࡛≟⌟ࡡ

␏㈹ᛮᘤࡀ㉫ࡌᨳⓏࢪࢠ࣐ࢻࢱ㸡โᗐᙟᠺ࡛✭㛣⥽ᠺ࡞ኬࡀᙫ㡢ࢅ

ཀྵࠊࡾ࠵࡚ࡡࡌ

㸪㸣ᑚᣋ

ᮇ✇࡚ࡢ㸡✭㛣࡛࠹࠷ၡ㢗ࡡᡜᅹࡡ☔ヾ㸡㎾ᅗᐓ࡞㛭ࡾࢂᇱᮇᴣᛍࡡ▄ず㸡

㸡(8ࡒ࠻ࡱࡨࢅ㸧Ⅴࡡࡐࡦࡻ࠽ 㸡㞟ࡢࡼࡿࡆࠊࡒࡲムࢅᴣびࡡౚ࠹࠷࡛ྙ⤣

ኣࡡࢲ࣭ࣞࣈᐞࡎ㞗ࠊࡾ࠷࡙ࡖࡱ࡛࡞ࡴᚃ㸡ࡽࡻ⣌⤣ࡒࡖࡓ⩻ᐳࢅ

ࠊࡾ࠵ᚪこࡾࡴ

ᩝ⊡

$GGD��-���������/D�PRQGLDOLVDWLRQ�GH�O’éFRQRPLH������*HQèVH�����3UREOèPHV���H

éGLWLRQ��5HSèUH�'éFRXYHUWH��㸝ΰỀ⪌ୌ࣬ᆊཾ᪺⩇ズࠖ⤊ῥࣜࣁ࣭ࣞࢡࡡ࡛ࡢ

రࣕࢨࢼ࢜ࢻࠗ࠾ฝ∟㸡����㸞

%DOLEDU��(���������3UROéJRPèQHV�à�OD�VRXYHUDLQHWé��OD�)URQWLèUH��O’(WDW��OH�3HXSOH�



/HV�7HPSV�0RGHUQHV������㸝⚗⨶ズࠔᶊㄵᗆㄕࠕ⎌㸡�࣬�㸡����㸞

)RXFDXOW��0���������/D�“JRYHUQDPHQWDOLWà”��GDQV�'��'HIHUW�HW�)��(ZDOG��HG���0LFKHO

)RXFDXOW��'LWV�HW�HFULWV��*DOOLPDUG��㸝▴⏛ⱝᩏズࠔ⤣ᛮࠕ㸡ᑚᯐ࣬▴⏛࣬ᮿ

�⥽�ࠖࣤࣘࢨࢠࣝࢤ࣭࣬ࢤ࣭ࣆ㸫�⏍ᨳ࣬⤣ࠗ➻᭡ᡛ㸡����㸞

)XMLWD��0���.UXJPDQ��3���DQG�9HQDEOHV��$���������7KH�6SDWLDO�(FRQRP\��&LWLHV�

5HJLRQV��DQG�,QWHUQDWLRQDO�7UDGH��0,7�3UHVV��㸝ᑚฝ༡ズࠖ✭㛣⤊ῥᏕࠗ᮶Ὂ

⤊ῥ᩺ሒ♣㸡����㸞

*UDHEHU��'���������7KH�1HZ�$QDUFKLVWV��1HZ�/HIW�5HYLHZ�����-DQ�)HE��㸝Ꮽ⸠

ᑑ࣬ᰡཋᗛズࠕࡔࡒࢹࢪ࣭࢞ࢻ࠷ࡊ᩺ࠔ⌟ᛦ㸡� ᕬ ��ྒ㸡����㸞

℀ཾ᰿ୌ㑳ࠈ�����D�ࠈ�㸺㹊ࢪࣄ࣭ࢦᣞ௦᱄ࡾࡄ࠽࡞ຘ഼㛭౿ぜᏽ࡙࠷ࡗ࡞

KWWS���KRPHSDJH��QLIW\�FRP�KDPDFKDQ�VHUYLFHGLUHFWLYH�KWPO

℀ཾ᰿ୌ㑳ࠈ�����E�ࠈᣉኬ ㅎၡ㢗ࡡㄚ㢗̿ຘ഼Ἢโࡡ8)

KWWS���KRPHSDJH��QLIW\�FRP�KDPDFKDQ�QLNNHLFHQWHU�KWPO

+DUYH\��'���������7KH�8UEDQL]DWLRQ�RI�&DSLWDO��-RKQV�+RSNLQV�8QLYHUVLW\�3UHVV�

㸝Ềᒱ㞕ズࠖ㒌ᕰࡡ㈠ᮇㄵࠗ㟯ᮄ᭡ᗉ㸡����㸞

+DUYH\��'���������7KH�&RQGLWLRQ�RI�3RVWPRGHUQLW\��%DVLO�%ODFNZHOO��㸝ྚཋ├ᶖ

┐ズࠖࡡࢷࢼࢱ࣓ࢹࢪ᮪࣎௲ࠗ㟯ᮄ᭡ᗉ㸡����㸞

+DUYH\��'���������7KH�1HZ�,PSHULDOLVP��2[IRUG�8QLYHUVLW\�3UHVV��㸝ᮇᶣူஒズ

㟯ᮄ᭡ᗉ㸡����㸞࣑ࠗࢫ࣭ࣛࣛ࣋ࣤ࣬ࣖࢼࠖ

☶ㆺ᪺ᚠ��������ࠖโᗐ⤊ῥᏕࣥࣜࢾ࣐ࠈࠗࢷࣤࣞࣆࡡ᭡ᡛ

ⴓ㔕⛩ெ��������ࠖᅗᐓ࡛ࠗ࠾࡞ࡢ௧ᩝ♣

/HIHEYUH��+���������/D�SURGXFWLRQ�GH�O’HVSDFH��$QWKURSRV��㸝ᩢ⸠ฝズࠖ✭

㛣ࡡ⏍⏐ࠗ㟯ᮄ᭡ᗉ㸡����㸞

⡷ㆺᅧỜࠈ�������ᛦ㸡ࠈ✪◂ᛮ⤣ࡡ࣭ࢤ࣭ࣆ࣬ࣜ࢘ࢨ࣐ࠈ�� ྒ

0DVVH\��'���������6SDWLDO�'LYLVLRQV�RI�/DERXU���QG�HG��0DFPLOODQ��㸝ᐣᶌᖶୌ࣬

ᮿᶣපズࠖ✭㛣Ⓩฦᴏࠗཿ᭡㝌㸡����㸞

0F'RQDOG��)��DQG�'HDUGHQ��6���������(XURSHDQ�(FRQRPLF�,QWHJUDWLRQ���WK�HG��3UHQWLFH

+DOO�

Ềᒱ㞕㸝⥽ⴥ㸞�������ࠖ⤊ῥ࣬♣ఌࡡᆀ⌦Ꮥࠗ᭯ᩣ㛮

3HONPDQV��-���������(XURSHDQ�,QWHJUDWLRQ��3HDUVRQ�(GXFDWLRQ��㸝⏛୯⣪㤮ズࠖ(8



⤊ῥ⤣ྙࠗᩝ┶ᇸ㸡����㸞

㒿㝧ྍࠈ�ࠖࠈ�����⮤⏜ㄵࠗࠈ㟯ᅰ♣

6DVVHQ��6���������/RVLQJ�&RQWURO"���6RYHUHLJQW\�LQ�DQ�$JH�RI�*OREDOL]DWLRQ�

&ROXPELD�8QLYHUVLW\�3UHVV��㸝㇟ㆺⓇኃ⩕ズࠖࡡࣤࣘࢨ࣭ࢭࣛࣁ࣭ࣞࢡࠗᖲ

ฉ♣㸡����㸞

6DVVHQ��6���������*OREDOL]DWLRQ�DQG�LWV�'LVFRQWHQWV��1HZ�3UHVV��㸝⏛Ῑኯୌ࣬

ཋ⏛ኯ⏠࣬ᑴ᫋ᚷズࠖࣜࣁ࣭ࣞࢡ✭㛣ࡡᨳ⤊ῥᏕ㸯㒌ᕰ࣬⛛Ằ࣬ሒࠗᒷἴ

᭡ᗉ㸡����㸞

6FKXPSHWHU��-��$���������.ULVH�GHV�6WHXHUVWDDWV��LQ�$XIVäW]H�]XU�6R]LRORJLH�

7üELQJHQ�㸝ᮄᮟඔୌ࣬ᑚㆺ⩇ḗズࠖ⛊⛧ᅗᐓࡡ༱ᶭࠗᒷἴ᭡ᗉ㸡����㸞

ሲἉ⏜������ῥㄵཽ㸡���㸝㸪㸞⤊ࠈ࡙࠷ࡗ࡞ࣈ࣭ࣜ࣬ࣞࢠ࣏࣬ࣞࢠ࣐��

㧏⃕⣎ᜠ��������ࠖᶊᅗᐓమโࡡᠺ❟ࠗᒜᕖฝ∟♣

⏛୯⣪㤮࣬ 㛏㒂㔔ᗛ࣬ ಕᗀḿ࣬ ᒷ⏛ࠈ�ࠈࠖ����� ⌟࣭ࣙࣞࣂࢴ⤊ῥ㹐᩺∟㹒ࠗ᭯ࠈ

ᩣ㛮

7RDO��*���������$W�WKH�HQG�RI�JHRSROLWLFV"���5HIOHFWLRQV�RQ�D�SOXUDO�SUREOHPDWLF

DW�WKH�FHQWXU\’V�HQG��$OWHUQDWLYHV��6RFLDO�7UDQVIRUPDWLRQ�DQG�+XPDQ�*RYHUQDQFH�

�������㸝⠓ൢ├Ꮔズࡡࢪࢠࢷ࢛ࣛ࣎ࢩࠔ⤂ↁ㸴ࠕ㸦㸥㸠㸦㸡��㸡����㸞

᳔ᮟ༡࣬☶ㆺ᪺ᚠ࣬ᾇ⩹ሪ᪺��������ࠖ♣ఌ⤊ῥࡡ࣑ࢷࢪࢨโᗐฦᯊࠗྞࠈཿᒁኬ

Ꮥฝ∟ఌ
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㨬Ꮢ႐ߩᄌ឵⢻ജࠍᒛࠆߔᐲ㨭ߣേ⊛⽻ᐊ(⽻ᐊҁ឵㨯ଔ୯) 
㨪 㨬ੱ㑆ߩ᭴ㅧේℂ㨭߇ዉߊᐲ㨯ⴕേߩ⸥ㅀᨒ( ⸥ㅀᨒ+論ℂ㨯‛ℂ/ᑼ ) 㨪 

 

㚅↱♿ 
 

 

ᐲߩߤߥ␠会ߩ⸥ㅀᨒޔ⸥ᨒߪߣ߁ߣ߆40ߪ年એ⛯ޔ߈ᦨㄭ⸃ߚߌᒻᑼᨒࠍ京都大会ߦឭޕߔ߹ߒ 
ർᶏ大会ޟߩ‛ℂ㧩♖㧩⸥ภ論ℂࠆࠃߦⵝ⟎ߣ♖ߩ⸥ㅀࠍޠၮ␆ߦ 

京都大会ޟߪߢᐲߩߤߥ␠会⊛ߥౕߩ৻⥸⸥ㅀᨒੱޟࠍޠ㑆ߩ᭴ㅧේℂࠄ߆ޠዉޔ߈ 
⸥ㅀᨒޟ߈ߠߣ߽ߦ論ℂᮭജ㧩⚵❱ޟߣޠᏒ႐ߩᒻᑼᨒࠍޠᱧผࠄ߇ߥ߈⸂⚌ࠍ⺑ޕߔ߹ߒ 

 

年એ೨ޔ‛ℂᑼࠍ␠会ߦዉߪߦࠆߔ‛ℂ↪ߩ᛬ࠅ߁ߣߒᔨߢน⢻್߇ߣߎࠆߢޔߒ 
ᦨᓟߩ ᔨ߿⾰‛ߚߞߢᯏ᪾ࠍ⸥ㅀࠆߔ㨬⸥ภ論ℂ߮ࠃ߅‛ℂ↪ࠆࠃߦ(ⵝ⟎ߣ♖)ߩ৻⥸⸥ᨒ⚵㨭߇ቢᚑޕߚߒ߹ߒ 

 ޕߔߢࠅ߅ߣߚߒ⊑ߢർᶏ大会ߪߣߎࠆ߈ߢ⸤ߒ᷹⸘ࠍ♖ߢㅀ⸤ߩߎࠎࠈߜ߽
 ޕߚߒ߹ߡߞ߆ࠊࠄ߆ᒰೋ߇ߣߎࠆߢㆡ↪น⢻߽ߦᐲߪᣇᑼߩߎߡߒߘ

 ޔࠇߐಽഀߦ⠉年ߣᒰ年ߒឭߡߒߣⓂ集੍ߩᢙℂ␠会学会大会ߦᢙ年ᓟߚߞߚ߇ߒㅢߪ᭴ᗐߩߎ
ർᶏ大会ߩߘߢ৻ㇱ߽ߣߞ߽߇ߔ߹ࠅߪߢၮᧄ⊛ߥㇱಽࠍ෩ኒߦቯᑼ化ޕߚߒ߹ߒ 

 

ർᶏ大会ߩ‛ℂ㧩♖㧩⸥ภ論ℂߩߢ⸥ㅀᨒߪኻ⽎ࠍ⸥ㅀࠆߔᨒ⚵ߡߒߣߺᢙᑼߣ⸥ภ論ℂᑼࠍឭ␜ޔߒ 
ⵝ⟎᭴ㅧޔ♖᭴ㅧޔᐲ᭴ㅧࠍ⸥ㅀޕߔ߹߈ߢ߇ߣߎࠆߔ 

 ޕࠎߖ߹ࠅߪߢߩ߽ࠆߔ࿕ࠍ↪߿᭴ㅧߩ⽎ኻߢὐࠆ߈ߢⵝ⟎㨯♖㨯ᐲ߽⸥ㅀߥ߁ࠃߩߤޔߒ߆ߒ
京都大会ੱޟߪߢ㑆ߩ᭴ㅧේℂࠍޠߒ⸥ภ論ℂ㧩‛ℂ⸥ㅀᨒࠍ㒢ቯޟߡߒ 㨯ౕᐲߩ৻⥸⸥ㅀᨒࠍޠ⺑ޕߔ߹ߒ   

ታߩߟߚ߰ߡߒߣਔᭂߟ߆ߢ経済␠会ੑߩ大ᐲࠆߢᏒ႐ᐲߣ論ℂᮭജ㧩⚵❱ߍࠅߣࠍ 
Ꮢ႐ᐲߣ論ℂᮭജ㧩⚵❱ޟߩᒻᘒߣᄌ឵↪ߦ߁ࠃߩߤࠍޠ߆ߔ␜ޕߔ߹ߒ 

Σ.ੱ  ᐲߣ(ଔ୯ޔᐊҁ឵⽻) േ⊛⽻ᐊࠆߔᒻᚑࠍᄌ឵ᨒ⚵㨭ߩ㨭 II.㨬Ꮢ႐❰⚵ߣ㨬論ℂᮭജࠆߔ⟎ᦨㆡ㈩ࠍḮ⾗ߣ
 

ᐲ߆ߦߥߪߣᐲߩߤߪ᭽ߦ⸥ㅀ߆߈ߴࠆࠇߐ 
 ߐߛߊෳᾖࠍ論⠨ߩߟߣ߭߁߽ 
 ᮭജߩߟߣ߭߁߽ߩᮭߪ߈ജߣኻᭂࠆߦᏒ႐߽ࠍࠅߟߦࠇߎޕߔ߹ߒ

 ޕߔ߹߈ߡߺߡ
Ꮢ႐ᐲᮭߩജࠆࠃߦᒻᚑ 
Ꮢ႐ࠍᚑ┙ߚߖߐ⚐☴ᮭജߣ⚵❱  
ᚻߩᐞੱ߽ߢ߹ߊ㆙߇⍹ེ߿ၞᏒ႐߁ߥߎ߅ࠍ឵ޘ‛ߪᏒ႐߁ߢߎߎ 

ߩ⾗‛ߩ大㊂ߣ㆙㓒ߪߣᏒ႐ޕߔ߹߈ߙߩࠍේᆎ⊛Ꮢ႐߁ߣࠆࠇࠄㅍߡ߳ࠍ

ࠍᏒ႐ࠆߔ┙ᚑߡߒߣ឵ߥ⊛ᐊ⽻߇ขᒁߩߎޔࠇࠊߥߎ߅ߦ⊛ቯᦼ߇ࠅขࠅ߿

 ޕߔ߹
ᮭߪߊߒ߽ )ߕ߃ࠇ߹↢߫ࠇߌߥ߇㑐ਈߥ⊛❰⚵ࠆࠃߦജᮭߪᏒ႐ߥ߁ࠃߩߎ 

ജߩ㑐ਈࠅࠃߦᏒ႐ߩᚑ┙߇ଦ進ᮭޔ( ࠇߐജ⚵❱߇ଔᩰ߿‛⾗ਇ⿷ߩᖱႎࠍ

ߒャㅍߺ⚵ࠍ㓌ߚࠆߌߐࠍෂ㒾ߩਛࠅข⾈ࠍ⾗‛ߢ㊄ജ⾗ߥ大⤘ߟ

Ꮢ႐ߩଔᩰേะࠍᭂࠍ⾗‛ߡᏒ႐ߦᄁࠅ߇ߣߎ߁ߣߔᔅⷐޕߚߒߢ 
 ታ㓙ߦ᧲大ኹ߇ኾછ㧫ߩቭ߁ߣߚߡߞߥߎ߅ࠍࠇߎ߈߅ࠍᱧผᢥᦠ߇

ሽߦ߁ࠃߩߎޕߔ߹ߡߒᏒ႐経済ߪ論ℂᮭജ߇ㅧࠍߣߎߚߒߛࠅᱧผߒ߇

ߢߩ߽ߚߒߺ↢߇ജᮭߪߢ日ᧄᢥ߽ߣߊߥዋߪᏒ႐ߦ߁ࠃߩߎޕߔ߹ߡߒ

⽻ᐊ߽หߚૃ߽ߢࠕࡒ࠲ࡐ࠰ࡔޕߔߢߓ߇ޕߔ߹ࠇࠄ 
ജᮭߡ߳ࠍਛߪߩߚߒߦน⢻ࠍ㜞ᐲᏒ႐ޔߒߺ↢߇Ꮢ႐߽ᮭജߥ㜞ᐲࠅࠃ 

 ޕߔ߹ࠅߥߦน⢻ߢߣߎࠆߔ論ℂ化߇
ᮭജ߇ਛߢಽ⸃ࠆߔㆊ⒟ߩᓳ⠌ 
 ਛᮭޔ ജߪಽഀࠇߐੱߩᚲ߇น⢻ࠅߥߦಽഀᮭߚࠇߐജߩᢿ ࠍੱ߇

ౕ߇ߩߚߞ߆ߟߡߒߣਛߩ㊁ⱄߣᢥᷙߩㆊ⒟ᮭߪߡ߇߿ߢജߩಽഀߣ

ౕ化߇ว⼏ޔࠇᧅޔ৻ឨߺ↢ࠍޕߚߒ߹ߒᱧผߩዷ㐿ࠍⅣႺߣ論ℂ߁ߣ

㧞㊀ߩⷞὐߢߣߊߡએߩ⚿論ޕߔ߹ࠇࠄ߃߇ 
ޕߔ߹ߡߒ㑐ㅪߦߣߎߚߒਥᒛߣࠆߥߣ࡙ࡑߩᢥ߇ᐭ߇᪢ߪ論ὐߩߎ 

᪢㨯㨯ựญ㨯ᢥ㨯  ߁ߣᢥ論ߩᏂੱߩ学⺑ผߩߚ߹ߪᯏ会ߚߒߦ

 ޕߔ߹ࠅߥߦ߁ࠃߩᰴߣࠆߣ߹ࠍએޕߔ߹ߡ߃⠨ߣ
 ٨ Ꮢ႐ߩᚑ┙߇❰⚵ߪߦᔅⷐߚߥᏒ႐ᮭߪജ߇❰⚵ߚࠇ߹߁ࠄ߆ߎߘߣ

ࠅߩߘޕߚߒᓟᮭޔജߪ論ℂ化ࠅࠃߦࠇߘߒ㜞ᐲߥ⢻ജࠍᜬߟᏒ႐߇

ౣ߮ᮭജޕߚߒ߹ࠇࠄߊߟࠅࠃߦ 
 㗴ࠅࠃߢࠄ߆ߎߎߪ㜞ᐲߥᏒ႐ߩᚑ┙ߣ↪ࠍ⸥ㅀࠆ߈ߢᨒ⚵ࠍߺតࠅ߹

ᨒࠆߔㅀ⸤ࠍ↪ߣ᭴ㅧߩᐲߊ߰ࠍᏒ႐ߦᰴ第ࠄ߆ಽᨆౕߥ߁ࠃߩߎޕߔ

ࠇߌߥ߇⥝ߦߥ࠼࠶ࡆࡆߢ⊛ౕޕߔ߹߈ߡߞ⒖ߦᢙᑼ論ℂᑼߺ⚵

߫ᦨೋޔߒ߫ߣࠍㅒߥ࠼࠶ࡆࡆߦߦ⥝߫ࠇ߇ᦨೋޕߐߛߊߺ⺒߅ߌߛ 
 ⚿論ࠍవข߫ࠇߔࠅ⽻ᐊ߿Ꮢ႐ߪဋⴧଔ୯ၮḰߪߣή㑐ଥߢᏒ႐ߣ⽻ᐊߩ

↪ࠍ෩ኒߦቯᑼ化ߪߦࠆߔᰴ߇ᔅⷐޕߔ߹ࠅߥߦ 
٨ Ꮢ႐ߩḮੱࠆߥߣ㑆ߩⴕേߣ⽻ᐊߩ↪ࠍቯᑼ化ࠆߔ 
٨ Ꮢ႐߇㜞ᐲߥᄌ឵⢻ജࠍりߪߦߚࠆߌߟߦᐲߩഥ߇ߌᔅⷐޕߔߢ 
ੱ/ᧄ/ᛛⴚ⾗㑆ⓨᤨߩᏒ႐ߪᓽ․ߩᐊ㧩Ꮢ႐論⽻ߩߢߎߎ ٨ ( =ᐲ )ߩ集Ⓧ

ᄌ឵⢻ജߩ大ࠍᐲߡߒߣಽᨆࠆߔὐޕߔ߹ࠅߦ 
ᢥ₂ߩጤߢ㑐ଥߩ㑆ᤨޕߔߢߩ߽ࠆߡߒໂ␜ߢᐊ論⽻߇ጤߦߢߔ

⺞ᩏߕߖߪ㊀ޕࠎߖ߹ࠇߒ߽߆ࠆ߇ࠈߎߣࠆߥ 
ⷐ 
 ⽻ᐊ̆Ꮢ႐ߪߦ␠会ߩゲࠍᣇะォ឵ࠆߔ⢻ജޔߊߥ߇論ℂᮭജ߇Ꮢ႐߿⽻ᐊߩ

↪ࠍᐲߢⷙቯߢߣߎࠆߔᏒ႐ߩᄌ឵ജࠍ大ޕߚߒ߹ߖߐᦨೋᮭߦജ߇ಾࠅ

㐿ޟߚන⚐ޠߥᏒ႐ߪߢᏒ႐ᤨߪ㑆⊛ⓨ㑆⊛ᐲ⊛ߚࠇࠄ߉߆ߦ▸࿐ߒߢ

ᨐ↥ᬺ㕟⚿ߩߘߒ㘧べߊ߈大ߪ↪ᄌ឵ߩᏒ႐ࠅࠃߦᢛߩᐲߕ߆ࠄߚߪ߆

߇ޕߔ߹߃ߣߚߞߎᐲߩᢛ߇↥ᬺ㕟ߪߩߚߒߎ߅߈߭ࠍᏱ⼂߆ߣ߆

 ޕߔ߹߃߇ࠎ
ᐲߣᏒ႐ߩ㑐ଥߔ␜ࠍᱧผ 
 Ꮢ႐ߩ↪߇ᐲߦ㑐ଥߪߩࠆߔᐔᤨઍߦߩᚲᮭ߇⾆ᣖߦ㒢ቯࠇߐ

 ޕࠎߖ߹ࠅߪ߁⇼ࠄ߆␠ᩣᑼ会ࠆࠃߦᣖ᭴ㅧⷫߪ⛯⋦ߩᚲᮭߚߡ
 Ꮢ႐ߩߢⓨ㑆ߩᄌ឵ߩߪනߦ㆙㓒ᤃᮭ߽ࠇߎޕߔ߹ߡߞ⸒ࠍജߓߪ߇

߇ᐢߦၞߦ߁ࠃࠆߡࠇߐṖ化߇ขᒁࠅࠃߦᖱႎߩᣇ㚢ຬߢߣߎߚ

 ޕߔ߹ߡߒታⴕࠍࠇߎᦨೋ߇ജᮭߢᔅⷐ߇❰⚵ࠆ
 ᤨ㑆ߦ㑐߽ߡߒᐭߚߒ┙⸳߇ኹ㒮߇Ꮢ႐ߩଔᩰേะࠍߡߞࠄ߆ߪᚻరߩ

ߪࠄࠇߎޕߔߢᔅⷐ߇集Ⓧߩ㊄⾗ࠆࠃߦ❰⚵ޔߦ߁ࠃߚߒߦࠅᄁߦᏒ႐ࠍ⾗‛

ὑᦧ߿㌁ⴕߥ߇ᐜ⒩ߥᏒ႐ᮭ߇ߔߢജߡߒߊߥน⢻ޕࠎߖ߹ࠅߪߢ 
 Ꮢ႐ࠅࠃߩ㜞ᐲߥ᭴ㅧ化ޔᐲ化ᮭߪജߺ↢߇ߚߒᯏ⢻⚵❱ࠅࠃߣ㜞ᐲ化ߒ

 ޕߔ߹ࠅߥߦߣߎߊߡߒታⴕ߇論ℂᮭജߚ

 ᤨ㑆ߊߥ߇ⶄ㔀ߢᧂቢᚑ18ޕߔߢpએਅߪᧂቢᚑ

/Ⱜ⿷ߩ᧤⚂ߢ 20p એࠇߘޕߔߢߌߛࠆߡၒࠍ

೨߽ਇቢోޕߔߢ 



 :d  ᯏ⢻⚵❱ߣኻ┙ߪߩ߽ࠆߔ᳁ᣖᐲࠅߢജ⊛ᮭߥജޕߔߢ᳁ᣖᐲ

ߡߒᓧ₪ࠍⴕേ᭽ᑼޠߦࠄ߇ߥࠇ߹↢ޟߒᚲዻߦࠄ߇ߥࠇ߹↢߇ੱߪߢ

߿᭴ㅧߩ❰⚵ߚ߹ޔߖߐᄌ化߃╵ߦ⺧ⷐߩ❰⚵ࠍⴕേ᭽ᑼߩಽ⥄ߦߚࠆ

ࠍ߈論ℂ⊛ߥ᭴ㅧߦᄌ化ࠆߖߐ⢻ജࠍりޕࠎߖ߹ࠅ߇ߣߎࠆߌߟߦ 
    ᳁ᣖ␠会ᮭߪੱߪߢജߦᔘ⺈ᮭߚߥࠊ߆ߜࠍജߪ⾝᳃ࠆࠃߦ⎕უ

 ޕߔ߹ߒߦ႐⿷ࠍァߥ⊛ജ߁ߣᅓ⇛ߣ
    ജ⊛ᮭߥജߪㆤߥߩߣߎࠆᐢ大ߥၞ߇⍾Ṽߣធࠆߡߒၞߦ

⥄ߚߥߚ߽ࠍᶏ߿ጊ႙ࠆߔಽ㔌ࠍၞߩࠄ⥄ࠇߐࠄߐߦ፲ߩṼ⍾ࠅ

ߦធ⋤ߦᣇߡߒߣᏂ大ᮭജߥ߁߷ࠄߵߞߩޔߕߚߛߘ߇ᣇജߚߒ┙

ജࠍ߷ޕߔ߹ߒ 
    ജ⊛ᮭߥജߪṽᢥߪߢ߹ߢߢߪߢ᳁ᣖ⊛ߥ⥄ᴦࠊߥߎ߅߇

߱߇ᡰ㈩ߪߢࡉࠕޔࠅߢ࠻ࠬࠞߚࠇߐಽ化⚦ߊ߆⚦ߪߢ࠼ࡦࠗޔࠇ

ᜬࠍᴦᮭ⥄ߪ᳁ᣖޔࠅߥߦߢ߹᳁ᣖࠆߡ⌕ߺߦᣇߥࠈࠈߪߩ

 ޕߔ߹ߡߞ
ࠦ࡞࠻ߡߞ߽ࠍ⡯ߩቯ․ࠆ߇᳃ᣖߦ߁ࠃߩ࠻ࠬࠞߪߢᏢ࿖ࡦࡑࠬࠝ    

₺ᦺ߁ߣࠆ߃߆ߟߦᒻᘒߩࠄࠇߎޕߔ߹ߡߞߣࠍᮭߩၮ⋚ߪᔘ⺈ᔃ

ߣߎ߁ߣ⒢( ⽻ᐊ )ߩࠄ߆ੱࠆߔᜬ⛽ࠍァࠅߢァߥ⊛ജߚ߆ࠍ

ߥ߁ࠃߩ日ᧄߪߢၞࠆߡࠇߐࠄߐߦ፲ߩṼ⍾ߥ߁ࠃߩߎޕߔ߹ࠅߥߦ

⛘ኻ⊛ᮭߥᆭߪᚑ┙ᮭޔߕߖജߦઁߪଐሽ߁ߣߥߒᗧߩߢ⚐☴ᮭജ

 ޕࠎߖ߹߃ߜߚࠅߥ߇
Ꮢ႐߇ⓨ㑆⊛ޔ␠会⊛ᄌ឵⢻ജߣߎࠆ߃ࠍ 
 ᮭജߩഃᆎߚߒේᆎ⊛ߥᏒ႐ߡ߳ࠍᏒ႐ߪ᭴ㅧ化ࠇߐᐲ化ޕߔ߹߈ߡࠇߐ

᭴ㅧ化ޔᐲ化ߪߣᏒ႐߇経済ᵴേੱ߁ߥߎ߅ࠍ㑆ߩⓨ㑆⊛ᤨ㑆⊛ᐲ⊛ߥ

ᵴേ▸࿐ࠍ大߫߃ߣߚޔߢߣߎ߁ߣߊߡߒ経済ᵴേߩḮࠆߥߣ⾗㊄ᤨߪߢ

㑆(⾉ߒߒ)ⓨ㑆(ὑᦧ)ᐲ(⾗㊄ߩ⚿集/ᩣᑼ会␠)ޔࠇࠄߍ߇ⶄ㔀ߢ㜞ᐲߥ

Ꮢ႐⢻ജ߇㆐ᚑߡࠇߐ経済ᵴേߩ㜞ᐲߥㆇ↪߇น⢻ࠅߥߦᛛⴚ㕟ᣂߩផ進߿㜞

ᐲ߇❰⚵ߥഃㅧࠆࠇߐၮ␆ޕߔ߹ࠅߥߦ 
 ᐭ߁ߣ論ℂᮭജ߮ࠄߥߣࠇߘߣᚑ㐳ߚߒ経済⚵❱ߣ経済⚵❱ౝㇱߩ論ℂ

ᮭജ߇㌁ⴕ߿ὑᦧߩߤߥᏒ႐ࠍᨒࠆߤᐲߺ↢ࠍޔᤨߒ ⓨࠍੱ߿大ߊ߈ᄌ឵ߔ

ࠆߔࠍ⟎ᦨㆡ㈩ߣᄌ឵ޕߔ߹߈ߡߒ⸽ታࠍߣߎ߁ߣߚ߃ߚߦᏒ႐ࠍ⢻ജࠆ

論ℂᮭജ߇❰⚵ߣᏒ႐ߺ↢ࠍޕߚߒ߹ߒ 
 :d ⽻ᐊߣᏒ႐ߩೋᦼᒻᘒੱߪ㑆ⴕേේℂߚࠆࠊ߆߆ߦᓟ回ޕߔ߹ߒߦߒ 
 ᱧผߪ経済⚵❱߇ὑᦧߩߤߥ㊀ⷐߥ経済ᐲߺ↢ࠍߡߒߒࠍߣߎߚߒ

ߘߒḰࠍบ⥰߇論ℂᮭജߪ経済ᐲߥ㊀ⷐ߽ߣߞ߽ࠆߚߦ㕟ᬺ↥߇ߔ߹

 ޕߔ߹ߡߒߒࠍߣߎߚߒഃᆎ߇❰⚵ߚߒ㑐ㅪߦᐲ߽ᐭߥᔅⷐߢߎ
Ꮢ႐߇ォ឵⢻ജࠍ大ࠆߔᱧผ 
Ꮢ႐ߩᐲߩᒛߣᄌ឵⢻ജߩ大ߩᱧผߪએਅޕߔ߹ࠅߥߦ߁ࠃߩ     
     ⽻ᐊᐲ      ὑᦧ 
⚐☴ᮭജ Јኹ㒮 経済ᵴേ߁ߥߎ߅ࠍ⊛⚵❱ Ј ⑳⊛⚵❱ 
       ㌁ⴕ   
 (  Ꮢ႐ߩᚑ┙  )        ( Ꮢ႐ߩ大  )    
     ‛ℂߩߤߥ⎇ⓥ大学             ࡖ࠴ࡦࡌ 
Ј ᶏᄖᬀ᳃ࠆࠃߦᏒ႐ߩ大  Ј ᩣᑼ会␠ Ј ↥ᬺ㕟 Ј ࠠ࡞࠲ࡇࡖ 
     ਛᄩ㌁ⴕ 
    ( ↥ᬺ㕟ߩḰ )     (  ↥ᬺ㕟ߩߘߣ進ዷ  )  

:d ߩߎ࿑ߪߢᩣᑼ会␠߿ᶏᄖᬀ᳃ߩߤߥᏒ႐ߩ大߇↥ᬺ㕟ߚߒࠄߚ߽ࠍ

ޔᵹߩᛛⴚߩࠄ߆ࠕࠫࠕ߇㕟⥄ᬺ↥ޕ߁ࠂߒߢ߃⠨ߥ⊛⼂Ᏹޕߔ߹ߡߒߣ

Ꮢ႐ߩ大ޔᐭߩᬺ↥⛽❪ߩࠬࠡࠗࠆࠃߦ⼔ߩ⚿ᨐᮭޔࠅߢജߔߚߪ߇

ᓎഀ߇ቯ⊛ߦ㊀ⷐߩߟߣ߭ߚߞߢޕߔߢ 
 ᐭߩߘߣઃዻᯏ㑐ࠆࠃߦᖱႎߩ集ߪᢎኹ㒮ߩ⾗‛ࠆࠃߦଔᩰᖱႎߩข

ᓧߡ߅ߦޕߔߢߩ߽ࠆࠇࠄᏒ႐ߩᚑ┙߽↥ᬺ㕟߽ᐭ߇ᒻᚑߢߩ߽ߚߒᏒ

႐⥄りߩߎߪᓎഀߩ৻⠢ߪࠇߎޕߔ߹ߥߦࠍᒰὼߩߢᐲߩᢛ߿ᣇะォ឵

 ޕࠄ߆ߔߢߩߥߡߞ⢻ജ߽߽߽ࠆߔᣇะォ឵ߪᏒ႐߆ߟ߇ജᮭߪ
 ᛩ⾗ߩߤߥ日Ᏹ⊛ߥ経༡ᵴേߦኻࠆߔቭࠆࠃߦᜰዉߪᄬᢌߩㅪ⛯ߢ日Ᏹ経

済ᵴേߣ߁ߦቭߪᛛⴚ߿経༡ߩᧄ⾰ߚߞߘߦ㕟ᣂ⊛ࠍࠕ࠺ࠗࠕឭ߈ߢ߹

߁ߣࠆߢߩ߽߁ߥߎ߅߇論ℂᮭജࠆߢᐭߪォ឵ߩᏒ႐᭴ㅧߒ߆ߒޕࠎߖ

 ޕߔߢⷐὐ߇ߣߎ
⽻ᐊࠍ⽷‛ߩ₪ᓧࠆߔ⢻ജ 
ࠃߦᐲ化ߩᏒ႐ޟߣޠᏒ႐ᒻᚑࠆࠃߦ論ℂᮭജޟߪߟߣ߭ߩὶὐߩ論⼏ߩߎ 

ߪᐊ⽻ޟࠅߦᐊ論⽻ߪὶὐߩߟߣ߭߁߽ޔ߇ߔߢޠᓧ₪ߩ↪ᄌ឵ࠆ 㨯឵ଔ

୯㨯ଔ୯ၮḰࠍ‛ߊߥߪߢ₪ᓧࠆߔᚻᲑޔᇦ߁ߣޠࠆߢὐޕߔߢ 
 ⽻ᐊ⥄りߪᐭ߇ഃᆎߚߒᐲߩઁ߇ߔߢᐲ߇ߜߣቯဳ化ߚࠇߐ᭽ᑼࠍ

ࠅߢޠሽߥ⊛߃ߧޟߥߚ߽ࠍ↪᭴ㅧߩቯ․߇ᐊ⽻ߩߎޕࠎߖ߹ߡߞ߽

ᩣᑼ㌁ⴕὑᦧ߇ߩߊߡၒࠍ⊕ⓨߩᄌ឵⢻ജࠆߌ߅ߦ㑆㨯ⓨ㑆㨯ᐲᤨߩߎ

 ޕߔ߹ࠅߥߦߣߎ߁ߣࠆߢ߈ߩᐲ⻉ߩߤߥ

 ⽻ᐊߩᄌ឵⢻ജߩ大ߪᐲߩ↪ޔ߇ߚߒ߹ߒߣࠆࠃߦ⽻ᐊߥ⊛߃ߧߩᕈᩰ

 ޕߔ߹ߓ論ߦ߉ߟߡߟߦࠇߎޕߔ߹ߡߞᱷ߇ࠆߔ⸂ࠍ߆ߦߥߪߣ
⽻ᐊߩᧄ᧪ߩᯏ⢻ 
 ㅢߚࠆߔߊࠃࠍߒ⚿論ࠍవߦㅀޔߣߔ߹߈߅ߡߴ⽻ᐊߪ 㨯឵ଔ୯㨯ଔ୯ၮ

Ḱ㨯⫾ⓍᚻᲑࠍᧄ᧪ߩᓎഀߪߡߟߦࠇߎޕࠎߖ߹ߪߡߒߣೋᦼ⽻ᐊߩᱧผߣ

‛ߪᐊ⽻߫߃ߣ߆ߦߥߪᓎഀߥ⊛ᩮḮߩᧄᒰߩᐊ⽻ߪߢޕߔ߹ߒ⺑ߢᓟߡߒ

 ޕߔߢߣߎ߁ߣࠆߢᓧᚻᲑ₪ߩ
 ٨ ⽻ᐊߩᧄ᧪ߩᯏ⢻ߪ឵ᚻᲑߩ‛ޔߊߥߪߢ₪ᓧᚻᲑޕߣߎ߁ߣࠆߢ 
 ₪ᓧߪ឵ߣ߆ߥߪߢߓߥ߅ߣᕁੱ߇ࠎߖ߹ࠇߒ߽߆ࠆࠇࠊ㑆ⴕേ߇↢ሽ

ߪߢଔ឵╬ޔߚࠆߡࠇ߆߅ߦ⚂ਅߩ㑆ᤨ߁ߣߥࠄߥ߫ࠇߌߥߌ⛯ߒ

ࠆߢၮᧄቯߩ論⠨ߩߎߪࠇߎޕߔ߹ߡߞߥߪᐊ⽻ߦᚻᲑࠆߔᓧ₪ࠍ‛ߊߥ

ੱ㑆᭴ㅧේℂޕߔ߹ࠇ߆߮ߜߺࠄ߆ 
㑆᭴ㅧੱ߁ߣࠆ߇ᔅⷐࠆ߃ࠍ㘩‛ዬߢߚߒߩ⚂ߥ⊛㑆ᤨߪੱ ٨ 

ේℂࠆࠇ߆߮ߜߺࠄ߆⚿論ߪ⽻ᐊߩ‛߇₪ᓧᚻᲑࠅߢ╬ଔ឵ߥߪߢ

 ޕߔߢߣߎ߁ߣ
ੱ㑆ⴕേߩᒻᑼ 
 ੱ㑆ߪㄘᬺ߿ᯏ᪾ߦߦ߁ࠃࠆࠇࠄ‛ℂ↪ࠍ論ℂ᭴ᚑࠆߔሽࠇߘࠅߢ

論ℂࠍ↪ℂ‛߽ߤ߃ߣ⁚ޕߔ߹᧪߇ߣߎߊߡ߈↢ߪ㑆ੱߡߓߪࠅࠃߦ

᭴ᚑߢߣߎࠆߔน⢻ੱߦ߁ࠃߩߎޕߔ߹ࠅߥߦ㑆᭴ㅧߩၮᧄ߇経済ᵴേࠍᡰ㈩ߒ

 ޕߔ߹ߡߒᡰ㈩߇ᚲ߽ੱ㑆᭴ㅧࠆߢᩮᐙߩ経済ᐲޔߡߒߘޕߔ߹ߡ
ᚲ 
 ੱ㑆߇㜞ᐲߥ↢ᵴࠍ༡ߪߦ‛ℂ⊛ߥᄌ឵ࠍ論ℂ⊛ߦਗߡߴಣℂߊߡߒᔅ

ⷐޔࠅ߇ᚲߩߎߪߣ‛ℂᄌ឵ߩ৻⽾ᕈޔ論ℂ᭴ᚑࠍน⢻ࠆߔߦ経済ᵴേ߽ߩ

 ޕߔ߹߃ߣࠆߢᐲߥ⊛ᧄḮ߽ߣߞ
 ٨ ᚲߩߎߪ‛ℂᄌ឵ߩ৻⽾ᕈޔ論ℂ᭴ᚑࠍน⢻ߒߦ経済ߩၮᧄᐲޕࠆߢ 
ߌ߁߽߇ᚲ⠪ߪߦࠆߟ߁߇‛ߦᚲߩੱߩߟߴߡࠄ߆ᚲߩੱࠆ 

߹ࠅߥ߫ࠇߌߥߒㅢㆊࠍญࠅߩᚲߩ⠪ઁߡ߃ࠅਸ਼ࠍ㓚ოߩญߩᚲߚ

 ޕࠎߖ
⽻ᐊߣଔᩰ 
 ᤨ㑆ߩ⚂ߩਅߩߎߢ㓚ოߩਸ਼ࠅࠍ߃น⢻߇ߩࠆߔߦ⽻ᐊޔ߇ߔߢ㓚ოߩㅢ

ㆊߦ╬ଔ឵ߪᔅⷐߊߥ㓚ოߩ大ࠅࠃߐ߈大߈㝯ജࠍ‛ࠍᔅⷐੱࠆߡߒߣ

 ޕߔ߹ࠅߎ߇⒖േߩᚲᮭߩ‛ߢߣߎࠆߔ␜ឭ߇
 㓚ოߩㅢㆊߪᚲߣᏒ႐ߩ᭴ㅧޕߔߢߣߎࠆ߹߈ߦ⊛₸⏕ࠄ߆Ꮢ႐ߩ᭴ㅧߪᛛ

ⴚ－ಽᬺⓨ㑆ᤨߩߘߣ㑆᭴ㅧߦ߁ࠃߔߒ߇ဋⴧࠍน⢻ࠆߔߦ᭴ㅧߡߞߥߪߦ

 ޕࠎߖ߹
 ٨ ଔᩰߪᢙߩ㐿߇ߩࠆ߇߈Ᏹߢ 
 ޔߊߥߪߢ⛯ㅪߪ᭴ㅧߩ↥↢ 
 会߇₸⏕ߩㅢㆊน⢻ᕈࠍޔߡߡ 
 ޔࠅ߹ߢ߃ߎࠅߩ㓚ოߪଔᩰࠆߔᡰ㈩߇₸⏕ߩ会ߣ㕖ㅪ⛯ᕈߩ↥↢ 
 ଔᩰߪᢙߩ㐿ࠆ߇߈㕖ㅪ⛯⊛ޕߔߢߩ߽ߥ 
 ٨ ᛛⴚ－ಽᬺⓨ㑆ߔߒ߇Ꮢ႐᭴ㅧᤨ߿㑆᭴ㅧߪၮᧄⷐ⚛߇ಽഀਇน⢻ߥ߶

᥉ㅢ߇ߩࠆߓ↢߇Ꮕߩᢙߪଔᩰߡ߅ߦ会ߩขᒁߩߢᏒ႐ߊ߈大ߤ

 ޕߔ߹ߡߒߒࠍߣߎࠆߢ
‛ߊߥߪߢߩߔߚߪࠍᯏ⢻ࠆߔታࠍଔ឵╬߇ᐊ⽻߽ࠄ߆ታߥ߁ࠃߩߎ 

߁ߣ߁ߥߦࠍᓎഀߩߡߒߣޠᓧᚻᲑ₪ߩ‛ޟߢᇦࠆߔߦน⢻ࠍᚻߩᕆ✕ߩ

 ޕ߁ࠂߒߢࠆ߃⸒߇ߣߎ
 ઍ⚵ߺว߇ߔߢߖࠊᛛⴚ߿ⵝ⟎߿♖ߩߟ৻ߪߦ႙ߩߡߒߣⷐ⚛(ᛛⴚⷐ⚛ޔ

ⵝ⟎ㇱຠޔᕁᗐⷐ⚛ޔᗵฃⷐ⚛)ߺ⚵ߩߎࠅ߇วߖࠊᒻᑼߢⵝ⟎߈ߢ߇♖ߟ߇

ߩ߽ߚࠇࠄ߉߆ߦ㕖ᏱߪឭଏߩᏒ႐߳ߩ⟎ⵝߚ߹ޕߔߢߣߎ߁ߣࠆߡࠇࠄߊ

ଔᩰߚߥ߈ߢㆬᛯ߆ߒᢙ⊖ὐࠄ߆߆ߥߩਁ⊖߽ᢙ⾼ߩ‛ޔߊߥߢน⢻߆ߒ

ᢙߚߞߢࠅߢ₸⏕߽߆ߩ߁会ߦଔᩰߩߤߚ߹ޔߢᒻߩᏱ߇ᢙߪ␜ឭߩ

ߦߣߎ߁ߣߥ߃ࠅߤߥဋⴧߩଔᩰߕ߃ࠍࠆߑߖㆬᛯࠄ߆ଔᩰߊᢙ㐿ߩ

ߤߥଔᩰဋⴧࠅߢ⼂Ᏹߪߦߩ߽ࠆߡൕߦડᬺߪߣߎߥ߁ࠃߩߎޕߔ߹ࠅߥ

⛗ⓨߕ߉ߔߦ経済ߩᧄ⾰ޕࠎߖ߹ߡߒࠊࠄࠍ 
 :d 論⠨ᦨᓟߩᵈࠍෳᾖޕߐߛߊߡߒ 
᭴ᚑ㗅ᐨ 
 ⽻ᐊߩ↪ߩߘߣᱧผಽᨆߦ⥝ߪߚ߆ࠆߩએਅࠍ㘧߫ޟߩ߉ߟߡߒೋᦼ⽻

ᐊߩᱧผޟ߽ߡߊߥߢ߁ߘߚ߹ޕߐߛߊߢࠎ⺒ࠍޠೋᦼ⽻ᐊߩᱧผߢࠎ⺒ࠍޠ

 ޕߔ߹ᕁߣ߆ࠃ߇߁߶ࠆࠇ߹⺒ࠍޠ߆ࠆࠇ߆߮ߜߺ߇ࠄ߆ᱧผޟߩએਅࠄ߆

ᱧผࠄ߆߆ࠆߌ߮ߜߺ߇ 
㨪 ਛ㑆ᝌ 㨪 

 ޕߔ߹ࠅߤ߽ߦᓟᏒ႐ߩߘߒ⠨ኤࠅߤ߽ߦ߃߇ࠎ߆ߩᩮᧄߩᐲߤߜ 
‛ℂߣᐲߩ↪ߩ㘃ૃᕈߩၮ␆ࠆߦ論ℂ 



 ‛ℂ㧩♖ߩ⸥ㅀᨒߩߟߣ߭ߩ․ᓽߪᯏ᪾ߩ᭴ㅧ߇⸥ภ論ℂ⊛ߦ⸥ㅀน⢻ߣ

 ޕߔ߹ߡࠇࠊࠄߦὐ߁
 :d ሽߪή㒢ߦⶄ㔀ࠆࠁࠄߚ߹ࠅߢ⽎ߦ㑐ଥߥ߁ࠃߩߎޕߔ߹ߡߒ

ή㒢ߦⶄ㔀ࠄ߆ߩ߽ߥⷐ⚛ࠍಾࠅߔ(ⷐ⚛߇ᦨೋࠄ߆ሽߥߪߢߩࠆߔ

 ޕ߇ߔߢߩ(ࠆࠇ߹↢߇⚛ⷐࠄ߆ߣߎ(ߔࠅಾࠍ⽎ኻߡߒߣ↪ߩ⣖ޔߊ
 ⷐ⚛ࠍߒⷐ⚛ߩߘߣ‛ߢ↪ౣࠍ᭴ᚑߢߣߎࠆߔⵝ⟎ߪ⸥ภ論ℂߢ⸥ㅀ

↪ℂ‛ࠅߣࠍภ論ℂ᭴ㅧ⸤ߪ⟎ⵝߢߣߎࠆߡ┙⚵ࠍ⚛ⷐ߈ߠߣ߽ߦ↪ޔ߈ߢ

 ޕߔ߹ߒࠍ
 ٨ 論ℂߩߟߣ߭ߩ㕙ࠍ‛ࠍߦ⺑߇ߚߒ߹ߒᐲ߽หޕߔߢߓ 
ᐲ߆ߦߥߪߣ 
 ᐲߦ߆ߦߥߪߣኻߪ╵ࠆߔᄙᢙߩߎࠅ論⠨ߥࠈࠈ߽ߢⷞὐࠍឭߒ

ㅢผߩ日ᧄᢥࠍ論⚿߁ߣࠆߢޠ⌀ޟߪ㗴ߥ⊛ਛᔃ߽ߣߞ߽ߩᐲ߇ߔ߹

ᢥ߇୯⌀ߩߎࠅߢ⌀ߥ⊛論ℂߪߣ⌀ߩߎޕߚߒ߹ߌ論ઃ⚿ߢߣߎࠆߍ➙ࠍ

ⅣႺߡߒߣᱧผߩᦨೋߦ⸳ቯߩߎޔࠇߐ⌀୯ࠍታߊߡߒㆊ⒟߇⌀୯ߩታ

化ޔᐲ化ޕߔߢ 
ࠍߒㅢߩోߢߎߎ߇ߔߢߩ߁߆ߟߢ論⠨ߩߎࠍᐲߣ論ℂߥ߁ࠃߩߎ 

 ޕ߁ࠂߒߢࠃ߇߁߶ߊ߅ߡߒߒ
ోߩᨒ⚵  ߺ
 ർᶏ大会ੱߪߢ㑆ޔ␠会ޔ⥄ὼߥ⊛৻⛔ߩ⸥ㅀᨒޟߡߒߣ‛ℂ↪㧩♖

↪㧩論ℂ↪ߩᨒ⚵ࠍޠߺ‛ℂ↪ߣ⸥ภ論ℂ↪ޕߚߒ߹ࠅߊߟߡߒߦߣ߽ࠍ

߁ࠃߩߎޕߔ߹߈ߢ⺑ߡߒߣ↪ᄌ឵ߩⓨ㑆ߣ㑆ᤨߪߣ⒖േࠆࠃߦゞ߫߃ߣߚ

߆ࠄ߈ߪߩߔߛࠅߊߟࠍࠫࡔࠗߥ⊛♖ߩ㑆ੱߩߡߟߦゞ߇↪ᄌ឵ߥ

ർᶏࠍࠇߎޕߔ߹ࠅߥߦߺ⚵ᨒࠆߔㅀ⸤ࠍ♖ߪ↪ℂ‛ߢᗧߩߎޕ߁ࠂߒߢ

大会ߢ⺑ޕߚߒ߹ߒ 
⸒ࠅߢߺ⚵ᨒࠆߔㅀ⸤ࠍ♖߿㑆ⴕേੱߪߺ⚵ℂ㧩♖ᨒ‛ߥ߁ࠃߩߎ 

ߒߣੱ⑳ޕߔ߹᧪߇ߣߎ߁ߣⓨ㑆ࠆࠇ߹ㄟߪ߇ⴕേߩߘ߿㑆ੱ߫ࠇ߃឵

ߡ߃⠨ߣࠆߢߩ߽ߚߒቢᚑߢ⊛ቯߩߡߟߦߺ⚵ᨒࠆߔㅀ⸤ࠍ会␠ޔߪߡ

 ޕߔ߹
ޠߺ⚵ᨒࠆߔㅀ⸤ࠍⓨ㑆ࠆߡߞߎ߅߇⽎ߥ⊛会␠ޟ߫ࠊߪࠇߎޔߒ߆ߒ 

⚵ᨒࠆߔⷙቯࠍ〝経ߩߩ߽ߩߘ⽎ޟࠆߎ߅ߢౝㇱߩⓨ㑆ߢߌߛߚߒߛࠅߊߟࠍ

ߢᐲ߿❰⚵Ԙޔߪߣߺ⚵ᨒߩߩ߽ߩߘ⽎߁ߢߎߎޕࠎߖ߹ࠅߪߢޠߺ

ߡߒߣ⚛ⷐࠆߔ᭴ᚑࠍࠄࠇߎߚ߹ޔࠅߢᒻᘒߩԚⴕേޔࠅߢԙੱ㑆ሽޔࠅ

 ޕߔ߹ࠅ߇ౕࠆߔⷙቯࠍ⟎ⵝ߿ᐲ߿ⴕേ߿ᕁᗐߜࠊߥߔԛౕޔߩ
ޠߩ߽ޟࠆߔሽߦ߆ߥߩⓨ㑆ߪԘ㨪ԛߒኻߦߩࠆ߃ߣⓨ㑆߇ޠℂ㧩♖‛ޟ 

ޕߔ߹ߡߒߣ߁ࠃߒߦ㗴ߪߢ論⠨ߩߎࠍߺ⚵ᨒߩޠߩ߽ޟߥ߁ࠃߩߎޔࠅߢ

Ԙ߿❰⚵ߩᐲߪ⸥ภ論ℂ⊛ࠅߢࠢ࠶ࠫࡠߥหᤨ߿‛߿ੱߢ߆ߥߩߘߦᕁᗐ

 ޕߔ߹ߡߞ߽ࠍ㕙ߩߟߚ߰߁ߣ⟎ⵝࠆࠇߐᄌ឵ߒᔕ߇
 Ԛߩⴕേߩᒻᘒߢࡦ࡚ࠪࡘࡒࠪ߿ࡓࠥߪߣቯੱࠆߡࠇߐ㑆ߩ⠨߃

ᣇߦၮߊߠⴕേޕࠎߖ߹ࠅߪߢࡊࠗ࠲ߩⴕേߩᒻᘒߪߣᱞജ߿ᛩ߿⽻ᐊߣ

 ޕߔ߹ߡߞࠍ᭴ㅧߔߛࠅߊߟ߇⚛ၮᧄⷐࠆߔ᭴ᚑࠍⴕὑ߁
ߣࠆߡߞ߆ߟࠍޠሽޟߪᒻᘒߩⴕേߩԚߢሽߩ⟵ⴕേ߽ᐢߦ߁ࠃߩߎ 

ߊߛߚߡߖߐ⺑ߡߣ߹ߣౕߩԛߦᯏ会ߩߟߴߪߡߟߦࠇߎޕߔ߹߃

 ޕߔ߹߈⋬ߪ回ߒߣߣߎ
߁ࠃߓߥ߅ߣߩߥߪߢⴕേߊߠߣ߽ߦࡊࠗ࠲ᕁ⠨ߩ㑆ੱ߇ⴕേ߁ᛒߢߎߎ 

ߩሽ߁ߣ㑆ੱߊߥߪߢߩ߁߆ߟࠍᕁ⠨ߪޠ㑆ੱߩߡߒߣሽޟߩԙޔߦ

ߣടᎿ߿⒖േߪᒻᘒߩሽߩߎޕߔ߹ߡߞ߆ߟࠍ ( ᒻᘒߩሽ ) ߁ࠃࠅ

ԙߩߎޕߔ߹߃ߣࠆࠇߐᓽ⽎ߦ⿷ᚻߩ㑆ੱߢߩ߽ߔ␜ࠍ↪ߥ⊛ℂ‛ߩ㑆ੱ߁

 ޕߔ߹ࠅߥߦ␆ၮߩߟߣ߭ߩ論⠨ߩߎߪޠ㑆ੱߩߡߒߣሽޟߩ
 ੱ㑆ሽߩ第㧞ߩ․ᓽੱߪ㑆ੱߪ㑆ࠆߡߞߊߟࠍ․ቯᒻ⁁ߩಽሶߞߥࠄ߆

ߢߩ߽ߥਇⷐߪಽሶߥߚ┙ᓎߦߩߔࠅࠍಽሶߩߎޕߔߢߣߎ߁ߣࠆߡ

ߪ㘃ߥ߁ࠃߩߎޕߔ߹߃ߣࠆࠇߐ㘃ߪሽߡߞࠃߦಽ㘃ߩಽሶߩߎޔࠅ

ߞߥ߽ߦḮᴰࠆߦ⊛ㆮવࠍⷞὐߩ㑆ੱࠆߺࠍ‛ߦ߽ߣߣߔߒࠍଔ୯ߩ‛

 ޕߔ߹ߡ
ߣ‛㘩ߪࠡ࡞ࡀࠛߡߡࠇߐ߆േࠅࠃߦࠡ࡞ࡀࠛߪಽሶߥ߁ࠃߩߎߚ߹ 

ᤨߚߞ߹߈ߪߣߎߩߎޕߔ߹ߒߦน⢻ࠍሽ↢ߩੱߡࠇ߹ㄟࠅขߦౝߩ㑆ੱߡߒ

㑆ౝߦ㘩‛ࠍᚻߦੱ߫ࠇߌߥࠇ㑆ߪᱫ߁ߣ߁߹ߒߢࠎ大ේೣੱࠍ㑆ⴕേߦ

㑆ⴕേੱߢ߃⠨ࠆߔㅢߦᣂฎౖᵷߪ⚂ߥ⊛㑆ᤨߩߎޕߔ߹ࠅߥߦߣߎߔ⺖

 ޕߔ߹ߡࠇࠄߍࠅขߦߟߣ߭ߩᓽ․ߩ
 :d ർᶏ大会߱ߛߩ೨ޔᾲജ学ߩ↥↢ߊߠߣ߽ߦࠍ進化経済ޕߚߒ߹ߒߢ

ᾲജ学ߦ㒢ࠇࠄਇචಽߢߩߚߡߞ߆ࠊ߇ߣߎߥචಽߥዷ㐿ߘޕࠎߖ߹ߡߒࠍ

ޔࠛߕ᧪ߪߣߎࠆߔㅀ⸤ࠍ経済␠会ߢࡇࡠ࠻ࡦࠛߪߢߎ ଔߦᔨࡇࡠ࠻ࡦ

୯ࠍዉࠆߔᔅⷐࠍߣߎࠆ߇ㅀޕߔ߹ߡߴ 
ᐲߩߡߒߣ⽻ᐊ－Ꮢ႐論 
ޔߒ⸛ᬌౣࠍᓎഀߩᐊ⽻߆ߟࠍ㑆᭴ㅧේℂੱ߁ߣᓧ₪ࠆࠃߦ⚂㑆ᤨߩߎ 

⽻ᐊߩ↪ߩ⸥ㅀᨒࠍᐢ⟵ߩᐲ߁ߣⷞὐ߁⸒ߢߎߎޕߔ߹ߒ┙⏕ࠄ߆⽻ᐊߩ

↪ޟߪߣᐲߦၒㄟ߹ࠆࠇ߹߁ߡࠇ⽻ᐊߩ↪ޕߔ߹ࠍޠ⽻ᐊ⥄ߪ

ᐲ⊛ߥ㕙ߚߥߚ߽ߊߚߞ߹ࠍᐲߪߦㄟߢࠎೋߡ⽻ᐊߩ↪߇․ቯ

 ޕߔ߹ࠅߥߦ߁ࠃࠆขࠍ⁁ᒻߩ
 ⽻ᐊߩᧄ᧪ߩ↪ߩḮᴰੱߪ㑆ࠍ‛߇₪ᓧࠆߔⴕേߚࠆߢᓥ᧪ߩᣂฎౖ

ᵷࠆࠃߦဋⴧଔᩰޕߔ߹ࠅߥߦߩ߽ߚߞߥ⇣ߊߚߞ߹ߪߣ 
論ℂᮭജ 
 第ਃੱߦ㑆ሽߩߡߒߣࠢ࠶ࠫࡠߪ․ᓽࠍߪࠢ࠶ࠫࡠޕߔ߹ߡ߃⸥ภ論ℂ

ߡߒߦ␆ၮࠍߖࠊวߺ⚵ߩߘ߮ࠃ߅ಽ㘃ޔಽഀߩ↪ߩ‛ߣ‛ߦ߽ߣߣ㕙ߥ⊛

‛ߪߡߟߦ論ℂޕߔ߹ߡߞߥ߽ߦේℂࠆߔ᭴ᚑࠍ⟎ⵝ߁ߥߦࠍ↪ℂ‛ߡ

ℂ↪㧩♖↪ߩၮ␆ࠆߢ( ർᶏ大会 )ߦ߽ߣߣᐲ㧩⚵❱ߩၮ␆ߡߒߣ

ᧄ大会ߩߟߣ߭߁߽ߩႎ๔ࠆߢ論ℂᮭജ論ޕߔ߹ߡߞࠊ߆߆ߦ 
 ޕߔ߹߈⋬ߪ回߇ߔߢ⚛ⷐߩ㑆᭴ㅧේℂੱ߇ㆮવ߿⣖ߦ߆߶ߩߎ 

 ⊛⋠ߩ論⠨ߩߎ
߹߹ࠍ␆ၮߩ経済ߚࠆߔ┙⏕ࠍߺ⚵ᨒࠆߥߣߎߣᣂฎౖᵷߪߢ論⠨ߩߎ 

 ޕߔ߹ߡߒߣ߁ߘ߅ߥࠅഃࠄ߆ߺ⚵ᨒ߁߇ߜߊߚߞ߹ߪߣߢ
京ߩ回ߣޠℂ論ߩ↪ᨒߊߧࠄߟࠍℂ‛ߣ♖ޟߩߢർᶏ大会ޔߚߩߘ 

都大会ੱޟߩߎߩߢ㑆᭴ㅧේℂߦၮߊߠ⽻ᐊ論ޔޠ回߁߽ߩ㧝ߩߟ論⠨ࠆߢ

߃឵߈⟎ߢ㕖ᣂฎౖᵷࠍ␆ၮߩᣂฎౖᵷࠅࠃߦޠㅀ⸤❰⚵ߊߠၮߦ論ℂᮭജ論ޟ

 ޕߔ߹ߡ߃⠨ߣߚߒ┙⏕ࠍ␆ၮߩߚࠆ
 ⒟1ߩ㧛2ߩᏓ⍹ޔ?߈ߢߪᰴߩ大会ߢᱷޕߔ߹ߡ߃߇ࠎ߆ߣߚߒ␜ࠍࠅ 
 論⠨ߩਥᒛੱࠆߢ㑆᭴ㅧේℂੱߪ㑆ߩᕁ⠨߿ⴕേߩߘߣ᭽ᑼߩ߁߆ߟࠍ

ߢߩ߁߆ߟࠍޠᘒ⁁ߩߡߒߣሽޟߩ㑆ੱߪ㑆᭴ㅧේℂੱޔࠎߖ߹ࠅߪߢ

ࡘࡒࠪ߿ࡓࠥߊߠߣ߽ߦኂ߫߃ߣߚℂ論ߊߠߣ߽ߦ⺑ⴕേߩޘࠅ

 ޕߔ߹ࠅߥߣߎߊߚߞ߹ߪߣℂ論ߩߤߥࡦ࡚ࠪ
ࠃ߽ߡߞߣ߁߆ߟࠍᒻᑼߩ↪ߟ߽߇ሽ߁ߣ㑆ੱߪᓽ․ߩ論⠨ߩߎ 

 ޕ߁ࠂߒߢ
␠会ޔ論ℂߡߒߘ‛ޔ♖⥄りߩ᭴ㅧ(ᨒ)ߪߦㄟ߹ੱߚࠇ㑆ⴕേ 
  ੱ㑆ߩߩޘⴕേߪ␠会ޔ論ℂߡߒߘ‛ޔ♖⥄りߩ᭴ㅧ(ᨒ)ߪߦㄟ߹ߡࠇ

 ޕߔ߹
࠺ࡕߊᰳࠍㅀᨒ⸤ߢߌߛࠆߔㅀ⸤ߦធ⋤ࠍⴕേߩߪߩߚ߈ߡߒᛕ್߇⑳ 

 ޕߔߢߣߎ߁ߣߥ߈ߢ㕟ᣂࠍㄭઍ経済学ߪ࡞
ᢙℂ␠会学会ߚߒ␜ߢᨒ⚵  ߺ
  ੱ㑆ⴕേߪ ࠃߦ(ߤߥ⸳↥↢ޔᎿᬺᛛⴚޔቬᢎޔ༡ᬺᛛⴚޔᕁᗐޔ⺆⸒ౕ)

ࡓ࠭࠾ࠞࡔߩⴕേࠆ߈ߩ㑆ੱߪߡⴕേ߭ߩ㑆ੱࠅࠃߦⷙቯߩߎࠇߐⷙቯࠅ

ޕߔ߹ࠅ߹߇〝経ߣ :d  
 :d ߢߎߎ経〝ߪߣ‛ℂ㧩論ℂ㧩♖㧩␠会ࠆߡ߈ߢࠄ߆ⓨ㑆᭴ㅧߦᢝࠇ߆

 ޕߔ߹ࠍࠆ
ߊߠߣ߽ߦᓟౕߩߘޕߚߒ߹ߒឭߦᢙℂ␠会学会ߡߒߣ᭴ㅧߣౕࠍࠇߎ 

第ਃ⠪ࠥࠍࡓᢙℂ␠会学会ߦឭޕߚߒ߹ߒ 
ឭ␜ࠆߔౝኈ 
ߣ߽ࠍ㑆᭴ㅧේℂੱࠆߥߣḮᴰߩߺ⚵ᨒߩⴕേߣߺ⚵ᨒߩ❰⚵ߪߢ論⠨ߩߎ 

ಽᨆᨒࠅࠃߦࠇߘޕߔ߹ߒߛࠅߋ߃ࠍᓽ․ߩߟ㧞ߩ❰⚵ജ=論ℂᮭߣᐊ=Ꮢ႐⽻ߦ

ߒࠍ߆ߚߞ߆ߥ߃ᛒࠍ㗴ߥ㊀大ߦ߆߇ߣߎࠆߡᰳ߇ᣂฎౖᵷࠍ

 ޕߔ߹ߡ߃߇ࠎ߆ߣߚߒ

ਛ㑆ᝌࠄ߆⽻ᐊ論  ߳
㨪 ⽻ᐊ᭴ㅧੱߊ߮ߜߺࠍ㑆᭴ㅧේℂ 㨪 

ੱ㑆ⴕേߩ㧞大ේℂ 
ሽੱߩߡߒߣ㑆 
 ੱ㑆ߩⴕേߩߟߚ߰ߪߦ㊀ⷐߥ․ᓽޕੱߔ߹ࠅ߇ ߡ߈↢ߦ⇇ߥ⊛ℂ‛ߪ

ࠎᱫ߫ࠇߌߥߒ៨ขߢࡓ࠭ߩቯ৻ߦቯᤨ㑆৻ࠍࠡ࡞ࡀࠛߣ‛ߩߤߥ‛㘩ߡ

 ޕߔ߹߹ߒߢ
ࠆߔടᎿࠍ‛ߒᓧ₪ࠍ‛ߒ⒖േߦߚࠆ߃ࠍࠡ࡞ࡀࠛߣ‛ߥ߁ࠃߩߎߚ߹ 

ᶖ化ๆࠍ‛㘩ߢౝ߫߃ߦࠄߐޕߔ߹ߡߒߪ㑆ੱࠍ↪ߓߥ߅ߣᯏ᪾߁ߣ

ࠍࠄࠇߎߦࠄߐߒ᷷ߜ߽ߚࠍ╭⡺ࠍേߒ߆⣖ߩ経回〝ࠍേߡߒ߆

㆑ߦ⊛⾰ᧄߣ( ࠲ࡘࡇࡦࠦ )ภ論ℂᯏ᪾⸤ޔߒࠍ↪ߓߥ߅ߣ⟎化学ᔕⵝߡ

 ޕߔ߹ߡߒࠍ߈ߚߒ㘃ૃࠈߒߦ߁
৻ቯᨒߢሽੱࠆߔ㑆 
ᄌߩߤߥ⒖േߢ᭽ᑼߩቯ৻ߢቯ▸࿐৻ߩ㑆ᤨߣⓨ㑆ߪ㑆ੱ߫ࠇߺߦ߁ࠃߩߎ 

ߢ〝経論ℂ回ޔࠅߢᔕኈེ߁ⴕߢౝࠍΆ߿ᶖ化ޔࠅߢᯏ᪾ࠆߔࠍ឵

論ℂផ論ࠍⴕ߁⸘▚ᯏޕ߁ࠂߒߢࠆ߃ߣࠆߢ 
↪ⓨᤨࠆߜ߽ࠍ↪▸࿐ߣᒻᑼߩⴕേߩߢ࿐▸ߩቯ৻ߪ㑆ੱߦ߁ࠃߩߎ 

▸࿐ߢᵴേߩߎߡߡߒࠍ↪▸࿐ߢ৻ቯߩᄌ឵↪߃ߣࠆߡߞߥߎ߅ࠍ

 ޕߔ߹



㑆⊛ᤨߥ⊛ኻ⛘߁ߣߧᱫߪੱ߫ࠇߌߥ߃ࠍߤߥ‛㘩ߦቯᤨ㑆ౝ৻ߦߊߣ 

 ޕߔ߹ࠅߥߦ߁ࠃߩ߉ߟ߫ࠇߣ߹ޕߔ߹ߡ߈ߪੱߦߣ߽ߩ⚂
 ٨৻ቯᤨ㑆ౝߦ⚛᧚ੱ߫ࠇߌߥࠇࠄ߃ࠍࠡ࡞ࡀࠛߣ㑆ߦࠄߐ㜞ᐲߥᯏ᪾߿

ⵝ⟎߃ߐߢ㍕߮ߡߜᨐޕߔ߹ߡ 
 ٨ੱ㑆ߩり᭴ㅧߪ‛ℂ↪ࠆߔᯏ᪾ࠅߢ৻ቯ▸࿐ߢ⚛᧚ࠍࠡ࡞ࡀࠛߣ

⏕ࠆߔ↪ࠍታⴕޕߔ߹ߡߒ 
 ᤨ㑆⚂ߣ↪▸࿐ߪ㧠ੱߩߟ㑆᭴ㅧේℂߩߟߚ߰ߩߜ߁ߩේℂޕߔߢ㧟ߟ⋡

 ޕߔ߹ߒ㑐ଥ߽ߦ♖ߦ߽ߣߣࠆߢ↪ℂ‛ߪ
 ٨․ቯੱ߇⾰‛ߩ㑆ߪߦᔅⷐੱߪ⾰‛ߩ߆߶ߢ㑆ߪߦ㊀ⷐޕࠎߖ߹ࠅߪߢ 
⟥ߢߟߚ߰ߩㆮવߣ⣖ߪࠅߎߩޕߔ߹ߺߡ߮ߜߺࠍଔᩰℂ論߿Ꮢ႐ࠄ߆ࠇߎ 

ߢߩߥߒ㑐ଥߪߦ論⠨ߩߎ߇ߔ߹߈ߡߒ㑐ଥߦᖗᕈ߿㡆ߩ⣖߁ߣߺᅢ߿

 ޕߔ߹ߒ⇛⋬
ੱ㑆᭴ㅧේℂࠆߔࡃࠞ߇▸࿐ 
ච年߽߁߽ߡߒߣᣂฎౖᵷߊߥߪߢߩ߽ߒᣂ⋠ߦߊߣߪේℂߩࠄࠇߎ 

೨ࠄ߆ਥᒛࠄࠇߎޔߒ߆ߒޕߔߢߣߎࠆߡࠇߐේℂࠍ⸥ㅀࠆߔᨒ⚵ࠅ߇ߺ߹

 ޕߚߒߢࠎߖ
ߥࠈࠈޔߚ߹  ޔⴕേ᭽ᑼޔᘠ⠌ޔ⸳ޔᛛⴚޔᴺޔ❰⚵ޔᕁᗐޔ⪲⸒ౕ)

⧓ⴚࠆߡ߈ߢࠄ߆(ߤߥᐲߩᨒ⚵ੱߦ߆ߥߩߺ㑆ߩߘߣⴕേߪࠍㄟߩߘߺ

ᨒߢ߆ߥߩ⸥ㅀࠆߔℂ論ޕߔߢߣߎߥߊߚߞ߹߇ 
ᣂߩߢ߹߹ߢὐࠆ߃⠨ࠍᐊ⽻߿Ꮢ႐ࠄ߆ߺ⚵ᨒ߁ߣᐲߪߢ論⠨ߩߎ 

ฎౖᵷߚߞߥߣߎߪߣᐔߩ⑳ߪࠇߎޕࠎߖ߹ࠇߒ߽߆ࠆ߃ߣࠆߡߞߚߦਥ

ᒛࠅߢቴⷰ⊛ޕ߇ࠎߖ߹ࠅ߆ࠊߪߦ⑳ߪ߆߁ߤߦ 
ᒻᚑࠍߺ⚵ᨒࠆࠇࠍⴕേ߿Ꮢ႐ߪߦࠆߔታࠍਥᒛߩએ߽ߡߒߦࠇߕ 

ߒ␜ឭࠍߺ⚵ᨒࠆߔㅀ⸤ࠍࠄࠇߎ߫߃ߣ߆ߒᣂ߇ߦߥޕߔ߹ࠅ߇ᔅⷐࠆߔ

 ޕߔߢߣߎ߁ߣߚ
ේℂߩߟߣ߭߁߽ࠆߔࡃࠞ߇▸࿐ 
 ‛ℂ♖ߊߧࠄߟࠍ৻⥸⸥ㅀᨒߪᄖㇱߥࠈࠈࠄ߆ቯߣߥ߹ߎߜ߽ࠍ

ޕੱࠎߖ߹߈߮ߜߺߦ⊛ౝࠍ経済߿会␠ߔߛࠅߊߟ߇㑆ੱߪߢߌߛࠇߘ 㑆ሽ

⊛ౝࠍ会␠ߔߛࠅߊߟߩ㑆ੱߡߞࠃߦ㒢ቯߩߎߒ㒢ቯࠍߺ⚵ᨒߩߎ߇᭴ㅧߩ

 ޕߔ߹ߒឭଏࠍߺ⚵ᨒߊዉߦ
߽߁ߣ↪ේೋ⊛ߩⴕേ߁ߥߎ߅߇㑆ੱߪߦᩮߩߺ⚵ᨒߥ߁ࠃߩߎߒ߆ߒ 

ߢߎߘߣᨒ߫ࠇߌߥߒቯࠍ࡞࠺ࡕ⥸৻ߩ↪ේೋ⊛ߩߎޕߔ߹ߡߒሽ߇ߩ

 ޕࠎߖ߹߈ߢᒻᚑߪ࡞࠺ࡕߩ↪ࠆߎ߅
 ੱ㑆᭴ㅧේℂߥ߁ࠃߩߎߪᨒ⚵ࠍߺഃࠅߦߚߔ⠨߃߆߶ߦߩ߽ߚࠇߐ

 ޕߚߒ߹ߴㅀࠍߣߎࠆߢᩇߩ論⠨ߩߎ߇ߟߚ߰ߩ߉ߟࠄ߆એޕࠎߖ߹ࠅߥ
٨ ੱ㑆ⴕേߩේೋ⊛ᒻᘒࠍ⸃ߒᏒ႐ߩ᭴ㅧࠍᱜ⏕ߦޕߔ߹ߒ 
٨ ੱ㑆ߩ᭴ㅧ߇Ꮢ႐ߊ߰ࠍᐲࠍ㒢ቯߒ෩ኒߦ⸥ㅀࠆߔᨒ⚵ࠍߺዉޕߔ߹߈ 
 એߩߎ߇論⠨ߩቯੱߦ߆߶ߩߘ߇ߔߢ㑆ේℂࠄ߆ࠄ߆ዉࠆࠇ߆ቯℂࠍ

 ޕߔ߹ߔߔࠍ論⼏ߡߒቯߡߒߣ⺑
ᨒ⚵ߺએ೨ߩቯ 
 Ꮢ႐߇ᧄ᧪߽ࠆߡߞේೋ⊛ߥ᭴ㅧࠄ߆ߎߘࠅ߇ᐲ⊛ߥ᭴ㅧ߆߮ߜߺ߇

 ޕߔ߹ࠇ
経済ߒዉࠍޠߺ⚵ℂ=♖⸥ㅀᨒ‛ޟߦᏒ႐߃឵߈ᦠࠍᐊ論⽻ߪߢ論⠨ߩߎ 

␠会ߩ⸥ㅀᨒޕߔ߹ߒ┙⏕ࠍ⽻ᐊ論ߊ߆߽ߣߪᐲో⥸ߩ⸥ㅀᨒࠍឭࠆߔὐߢ

ߎޕߔ߹ߒߣ೨ឭߩ論⼏ࠍߟߚ߰ߩ߉ߟߪߡߟߦᏒ႐ޕ߁ࠂߒߢߒࠄߚߪ

 ޕߔ߹ߡߒ⊑ߢ進化経済学会ߦߢߔߪߡߟߦࠇ
 :d ߒߛߚᐲߩ৻⥸ᨒ⚵ࠍߺឭߩߘߒਥⷐߥᐲޟߡߒߣᐲ化ߚࠇߐ

Ꮢ႐ߩᄌ឵↪ᮭޟߣޠജߩ⸥ภ論ℂ᭴ㅧߣ↪ߢߩߥ⊛⋠߇ޠ⽻ᐊ論߇ᣂߒ

ߪߢߩࠆߔਥᒛࠍߣߎߒᏒ႐論߽ᣂߒࠎߖ߹ࠅߪߢߌࠊࠆߔਥᒛࠍߣߎ

 ޕࠎߖ߹ࠅ
 ᣧ10ᤨߡߊඨߤࠎߣ߶ޔᲤ日12ᤨએ㒠1ᤨޔඨߦᏫቛ߁ߣߒ߇ߘߦ

 ޕߚߒߢࠎߖ߹ࠅߪᥜࠆߴࠄߒࠍᢥ₂ߢᘒ⁁
 ޕߔ߹ߡߒߦ೨ឭࠍ⺑ߩ߉ߟ論߽⼏ߩࠄ߆ࠇߎ論߽⼏ߩߢ߹߹ 
Ꮢ႐ߩ㧞大᭴ᚑ⺑ 

Ԙ ಽጘဳડᬺߩ集Ⓧ 
ԙ 㔀㖸ࡓ࠳ࡦߩߡߒߣᄌേ 

ಽጘဳડᬺߩ集ⓍߡߒߣᏒ႐ߣߎࠆߡߞߚࠅߥ߇ 
 ޕ߆߁ࠂߒߢߩࠆߣ߇Ꮢ႐ࠍ ડᬺ᭴ㅧ ( ౹ಽᏓ )ߩಽጘဳߗߥ 
 ੱ㑆߇ⴕേᤨߪⓨ⊛ߦ⚂ߪੱࠇߐᱫߦડᬺߪୟ↥ߡߒᏒ႐ࠄ߆ㅌޕߔ߹ߒ

Ꮢࠅߢㆊ⒟ࠆߔᓧ₪ࠍᧄ⾗ޔଔᩰޔขᒁవޔᛛⴚߢ₸⏕ቯ৻ߪᚑ㐳ߩડᬺߚ߹

႐ߩࠄ߆ㅌ߽ߩࠄࠇߎⷐ࿃ޕߔ߹ࠅࠃߦ 
ᰴߪߦ߈ߣߚߒ↥↢ࠍ‛߅߅ߩ㔛ⷐߢ㜞ᐲߡ߃ࠍࠬࡦࡖ࠴ߩቯ৻ߦߊ߾߉ 

ડᬺࠅࠃߦᚑ㐳ߥ߁ࠃߩߎޕ߁ࠂߒߢࠆߤߚࠍㆊ⒟߁ߣࠆࠇ߹ᕺߦࠬࡦࡖ࠴ߩ

ⷙᮨߪኻᢙᱜⷙಽᏓࠅߥߣડᬺⷙᮨ߈߅߅߇ㇱಽߩಽᏓߪ౹ಽᏓߣߎࠆߥߣ

 ޕߔߢࠅ߅ߣߚߒ⸽ߡ߅ߦ大会ߩ回ޘ೨ߦߢߔߪ
᭴ߩಽጘဳߪߤߥᏒ႐ࠆᄁࠍຠޔᛛⴚ᭴ㅧߡߒߘડᬺⷙᮨߢᗧߥ߁ࠃߩߎ 

ㅧޕߔ߹ࠅߣࠍ( ࠴࠶࠾Ꮢ႐ )ߪࠇߎޔߒߛߚޕᏒ႐ߊߥߪߢߌߛᛛⴚ߿⾗ᧄߔ

 ޕ߁ࠂߒߢߥ߽ߢ߹߁⸒ߪߣߎࠆߡߒ㑐ଥߦߡߴ
ߔߕࠊࠍ大ዊߩⷙᮨߊߥߪߢᓽ․ߩߌߛᏒ႐࠴࠶࠾ߥߐዊߪࠄࠇߎޔߡߒߘ 

ኻᢙᱜⷙ߇ᚲᓧಽᏓߪߣߎࠆߡߞߥߣ᭴ㅧߊߧࠄߟࠍᧄ⾗ޔᛛⴚޔᏒ႐ߩߡߴ

=౹ಽᏓޕߔ߹ࠅ߆ࠊ߽ࠄ߆ߣߎࠆߡߞߥߣ(進化経済学会大会) ߩߎᢙ学

⸽ߡߒߣߖࠊวߺ⚵ઍߪᢙ学᭴ㅧࠅ߅ߡߒߦߣ߽ࠍᔨ߁ߣಽᬺⓨ㑆ߪ

 ޕߔߢࠅ߅ߣߚߒ
ߒಽഀࠍ⽎ኻ߇ᕁ⠨ߩ㑆ੱޟߚߒ߹ߒ論⼏ߤ߶వߪේℂࠆߦ␆ၮߦࠄߐߩߎ 

⸥ภ論ℂⷐ⚛ߒߣ⸥ภ論ℂⷐ⚛ߡߒ߅ߥߡ┙ߺ⚵ࠍ‛ℂ↪ࠍⵝ⟎ߚ߹ޔߡߒߣ

ᐲߚ߹ޔߡߒߣⴕേౣߡߒߣ✬ᚑ߁ߣޠࠆߔේℂߩߎࠅߢේℂࠄ߆ಽᬺⓨ

㑆᭴ㅧ߇ዉޕߔ߹ࠅߥߦߣߎࠆࠇ߆ 
٨ ᕁ⠨ߪኻ⽎ࠍಽഀߒ⸥ภ論ℂⷐ⚛ߒߣⵝ⟎㨯ᐲ㨯ⴕേ㨯ᕁ⠨ࠍ✬ᚑޕࠆߔ 
‛ߡߒߣ‛ߢ‛ߪ㑆ੱޟߪᓽ․ߥࠇࠄߌߐߩ㑆ੱ߇ߔ߹ࠅߥߦߒࠅ➅ 

ℂ⊛ᄌ឵᭴ㅧߩߎޔࠅߣࠍ᭴ㅧߪ⸥ภ論ℂ᭴ㅧޕߔߢߣߎ߁ߣޠࠆߡߒࠍ(進
化経済学会ർᶏ大会) 
 ԙߩ㔀㖸߽ੱ㑆᭴ㅧේℂޕߔ߹ࠇ߆߮ߜߺࠄ߆ 

:d 㔀㖸߱ߛߪએ೨ߦ進化経済学会ߢ⺑ޕߔ߹ߡߒ 
Ꮢ႐߇㔀㖸ࡓ࠳ࡦߩߡߒߣᄌേࠆߌ߁ࠍ 
 経済ⴕേᤨ߇㑆ߩ⚂ౝ߁ߣࠆࠇࠊߥߎ߅ߢᩮᧄ⊛ߥⷐ࿃(ੱ 㑆᭴ㅧේℂ)ߦ
⺑ࠍߣߎࠆߎߦࡓ࠳ࡦ߇ᛛⴚ㕟ᣂߚ߹ㅌߩࠄ߆Ꮢ႐ߩડᬺ߿ᱫߩੱࠅࠃ

ޕߚߒ߹ߒ 
ߢߩ߽߁߆ߦቯߥ⊛㕒ߪᏒ႐ߡߒࠅߎߦࡓ࠳ࡦߪᄌേߦ߁ࠃߩߎ 

ޔࠅߢߩ߽߁ߥ߽ߣߦ経済ᵴേߚ߹ߦ⥸会ㆊ⒟ో␠߇㔀㖸ߡߒߘޕࠎߖ߹ࠅߪ

⺑ߢ進化経済学会ߪߣߎߟ߽ࠍᕈᩰߩߡߒߣḮᴰߩࠡ࡞ࡀࠛߥ⊛会␠ߦߊߣ

ޕߔߢࠅ߅ߣߚߒ 
วߺ⚵ઍޔࠅߥߣಽᏓ౹ࠅ߅ߣࠆߡࠇߐ⸽ࠄ߆࠲࠺ᄌേ߽ߩߎߡߒߘ 

 ޕߚߒ߹ߒߒࠍߣߎࠆ߈ߢ⸽ߢߖࠊ
ੱ㑆᭴ㅧේℂߩᗧ⟵㧛ಽጘဳᏒ႐ߣត⚝ⴕേࠍዉߊ 
 ੱ㑆᭴ㅧේℂߪߩ߽ࠆࠇ߆߮ߜߺࠄ߆ಽጘဳߩᏒ႐ߊߥߪߢߌߛᏒ႐ߟߦ

 ޕߔ߹߈߮ߜߺࠍ⚿Ꮻߥ㊀ⷐߣߞ߽ߩߡ
 ੱ㑆ߪᏒ႐ߢត⚝ⴕേ߇ࠇߎߥߎ߅ࠍᏒ႐ੱߩߢ㑆ⴕേߩ․ᓽߡߞߥߣ

ޕੱߔ߹ 㑆ߪ‛ℂ⊛ߥሽࠅߢ৻ቯᤨ㑆ߦߜ߁ߩ㘩‛ࠍߤߥ₪ᓧ߫ࠇߌߥߒᱫ

㑆ੱߩߢᏒ႐ࠅ߇⚂ߥ⊛㑆ᤨߪត⚝ⴕേߩߢᏒ႐ߚߩߎޕߔ߹߹ߒߢࠎ

ⴕേߩ․ᓽߩ‛ߪ₪ᓧⴕേߡߒߞߌߡߞߢ឵ޔ╬ଔ឵ߣߎ߁ߣߥߪߢ

 ( ਥᒛߩᣂฎౖᵷ )ޕߔ߹ࠅߥߦ
ޕߔߢ㑆᭴ㅧේℂੱ߽ߩࠆ߈ࠍᓽ․ߩត⚝ⴕേߔߥࠍᩮᧄߩᏒ႐ߦ߁ࠃߩߎ 

Ꮢ႐ࠍࠆߔᇦᚻᲑߩᱧผߩߎߪᏒ႐߿⽻ᐊߩᧄ⾰ߎޕߔ߹ߒߦࠅ߷߈߁ࠍ

 ޕ߁ࠂߒ߹ߺߡߴ⺞ࠍࠇ

ೋᦼ⽻ᐊߩᱧผ 
㨪 ੱ㑆᭴ㅧࠄ߆ዉࠆࠇ߆⽻ᐊ 㨪 

ߩᐊ⽻߿Ꮢ႐ߣߩߘߒ⺑ࠍߺ⚵ᨒߩᐊ⽻߿Ꮢ႐ߦߣ߽ࠍᱧผ⊛ᄌㆫߕ߹ 

 ޕߔ߹ߒߒࠍ᭴ㅧߩ࡞࠺ࡕ⥸৻
⽻ᐊߩ‛ߪᚲߣ₪ᓧߩߚߩᚻᲑࠆߢ ( ឵ᚻᲑߥߪߢ ) 
 ⽻ᐊߪଔ୯ߩၮḰࠅߢ╬ଔ឵ߩᚻᲑޔߒ߆ߒޕߚߒ߹߈ߡࠇߐߣࠆߢ⽻

ᐊߩ‛ߪ₪ᓧᚻᲑࠅߢᚲߩḮᴰޕߔ߹߃ߺߦ߁ࠃࠆߡߞߥߣ 
 නߩ⽻㊄ߩߢࠕࡘ࠺ 
 㧞ਁࠄߥ1/10ޔ20ਁࠄߥන  1g 2000  ↢ᵴ᳓Ḱ1/100ߩ↥⾗
  ψ ⽻ᐊߦ㑐ࠆߔෳടน⢻ੱຬߩ㒢ቯ(⾆ᣖንጀࠢࡉ) 
ᚲߩ⚖ን㓏ߊߥߪߢ឵ᚻᲑࠅߢ⧎ߩ㜞Ꭸߪߦᐼ᳃߇⽻㊄ࠄ߆ታߩߎ 

ᚻᲑޕߔ߹ࠅ߆ࠊ߇ߣߎ߁ߣࠆߢᚲ߇経済↢ᵴߩၮᧄ߁ߣࠆߦὐ߆

ߥߦߣߎ߁ߣߥߪߢᚻᲑߩ⫾⾂ࠅߦᚲߪޠ⟵ᗧߩ৻第ޟߩᐊ⽻߫ࠇࠄ

 ޕ߆߁ࠂߒߢ߉ߔߪߩ߁ߣࠆ
߃ߎࠍ㓚ოߩᚲߪᓽ․ߩᐊ⽻߇ߔ߹߈ߡߢ߇ᔨ߁ߣ集ਛߩ⽷‛ߢߣ 

‛ߩߎޕߔߢᯏ⢻ߩ᧪ᧄߩᐊ⽻߇ᓧ₪ߩ⽷‛ࠅߢ集ਛߣ߳❰⚵߿ੱߩ⽷‛ߚ

 ޕ߁ࠂߒ߹ߺߡߺࠍߥ⊛ᱧผߔߒࠍᓧᚻᲑ₪ࠆߦߘ߈ߩ集ਛߩ⽷
₪ᓧᚻᲑ 
 ㊄⽻ߦࡑࡠ߇ዉߪߩߚࠇߐ჻߳ߩ⛎ਈޕߚߒߢߡߒߣ⽻ᐊߩ‛ߪ₪ᓧᚻ

Ბߩߡߒߣᓎഀࡑࡠࠍᐭޕ߁ࠂߒߢࠆ߈ߢ߇ߣߎ߁ߣߚࠇࠄ߃ߚࠄ߆㊄

ߥࠬ࡞࠴߿ࡦ࠼ࠪ߫߃ߣߚߪߣߎߚߡߞᜬࠍὐᰳߪߡߒߣ឵ᚻᲑߩ‛߇⽻

 ޕߔ߹ࠅ߆ࠊࠄ߆ߣߎߛࠎᅢࠍ㊄⍾ߕ߹ᅢࠍᐊ⽻߇ੱࠆߔߣਥࠍ㆙㓒⾏ᤃߩߤ
 日Ᏹ‛⾰ߐߜߩߤߥ឵߽ߡ߅ߦࡖࠪࠡߪߢ㊄⽻ߕࠇࠄߜ߽ߪ



ޕ߽ߔ߹ߡࠇߐࠆߒߦ⸤ᚻ߇ߣߎࠆߡࠇߐ឵ޘ‛ ⾏ኻᄖߪߢࡀ࠹ࠕߣ߽ߣ

ᤃߪᄖ᧪ੱࠍࠇߘߖ߆߹ߦⷙ⼔ޕߚߒ߹߈ߡߒએߣࠆ➙ࠍᰴߦ߁ࠃߩ

 ޕߔ߹ࠅߥ
⽻ᐊߪ‛⽷₪ᓧᚻᲑࠆߢ  ჻߳ߩ⛎ਈߩߡߒߣ㊄⽻ 
ንጀߩᚲᚻᲑ 1g 2000 ߪߢߤߥࡖࠪࠡߢ৻⥸Ꮢ᳃ߪߢ࡞ࡌ

 ⛯ᜬ߇឵ޘ‛
 ψ ⽻ᐊߩᧄ᧪ߩᯏ⢻ߪ឵ࠅߢ⽷⾗ߊߥߪߢ߁߽ߣߦⓃ‛↢↥߅ߣ

 ޕࠆߔߣၮᧄࠍᚲߊߓߥ
   หᤨޔߦ⽻ᐊߩᧄ᧪ߩᯏ⢻ߪ჻߳ߩ㊄⽻ߩ⛎ਈߦߩ‛ߦ߁ࠃࠆࠇࠄ₪

ᓧᚻᲑޕࠆߢ 
٨ ⽻ᐊߩᧄḮߪᚲޔභߩ⽷‛ࠅߢභᚻᲑߢଔ୯න߿឵ᚻᲑߢ

 ޕࠎߖ߹ࠅߪ
٨ ⽻ᐊߩߟߣ߭߁߽ߩᧄḮߩ‛ߪ₪ᓧᚻᲑߢᚲߦᄌࠆࠊᚲᓧ⒖ߩォ

 ޕߔ߹߃ߣࠆߢ
 એߦㅀޟߚߒ߹ߴ⽻ᐊߩᧄ⾰ޟߣޠ↢ሽᤨߩ㑆ޟ߮ࠃ߅ޠ࠻࠶ࡒᏒ႐ߩಽ

ጘ㧩ࡓ࠳ࡦᄌേߣࠆ߃߇ࠎ߆ࠍޠ㧝‛㧝ଔ߿ဋⴧଔᩰߪᏒ႐ߩᧄ⾰ࠇߕߪࠄ߆

 ޕߔ߹ࠅ߆ࠊ߇ߣߎࠆߢࠅ⺋ߚ
ᛛߟ߽ߩડᬺ߿㨯ੱ会ߥࡓ࠳ࡦߩડᬺߣ㨯ડᬺ会ߩੱߣੱߦ߁ࠃߩߎ 

ⴚ߿ଔᩰ╷߁ߣౝㇱ᭴ㅧࠄ߆ଔᩰࠅߢߩࠆ߹߈ߦࡓ࠳ࡦ߇㧝‛㧝ଔ߿ଔ

ᩰ߇ᦨㆡ⁁ᘒߔߒࠍᜰᮡߤߥࠆߢᐛᗐߣࠆߢ⚿論ޕߔ߹߈ߢ 
ߢߣߎㄟߪߦㅀᚻᲑ⸤ߥ⊛⥸৻ߩ経済ࠍᏒ႐߿ᐊ⽻ߪ⊛⋠ߩ論⠨ߩߎ 

ଔ୯ߩ論⠨ߩߎߡߞߣࠄ߆ࠆࠇ߆ዉ߇論⚿ߓߥ߅ߣᣂฎౖᵷߥ߁ࠃߩߎޔࠅ

 ޕߔ߹߇ߨᛚ⍮ߏࠍߣߎߥߪߢߌࠊࠆߜ⪬߇
 ᚲ߿₪ᓧ߁ߣ⠨ߡߒߦߣ߽ࠍ߃⽻ᐊ߿Ꮢ႐ࠍᐲ߁ߣᨒ⚵ߪߦߺㄟ

 ޕ߁ࠂߒ߹߈ߡߺࠍᱧผ
ᚲߩේೋ⊛ᒻᘒߚߺࠄ߆ᚲߩᩮ 
ේᆎ␠会ࠍ߆ߩࠆߔᏫዻߦ集࿅߿㑆ੱࠆߡߒߦ߁ࠃߩߤ߇ᚲߦ߃߹ߩߘ 

 ޕߔ߹ߺߡ߃⠨ߡߒߦෳ⠨ࠍࠖ࠙ࡠߚߒߦ㗴ࠍᚲߩߡߟߦ
ᚲኻ⽎ߦኻࠆߔ‛ℂ⊛ᐲ⊛ࠬࠢࠕߥน⢻ᕈ߇ᚲࠆ߈ࠍ 
ߪߢߩࠆ߹߈߇ᚲࠅࠃߦᲑ㓏↥↢ߪ࠲࠺ߩߡߟߦේᆎ␠会ߩࠖ࠙ࡠ 

ࠍᚲ⠪߇ኈᤃᕈߩࠬࠢࠕ⊛ℂ‛ߩ߳ߪࠇߘޕߔ߹ߡߒߒࠍߣߎߥ

ޔⷫ߈ ᣖ⚵❱ࠅࠃߦ߇ߜߩࡊࠗ࠲ߩᚲ⠪ⷫߩߘࠄ߆ᣖߦᚲ߇⛮ᛚࠆࠇߐ

ࠍᏫዻߩ߇⾗ᛩߩߢᗧᐢߚ߹ޔ( ߔ߹߃ߣࠬࠢࠕ⊛会ᐲ␠ )ߣߎ

ޕߔ߹ߡߒߒࠍߣߎࠆ :d (߱ߛ೨ߛࠎ⺒ߦ⸥ᙘߚࠆߡߒߦߣ߽ࠍ

 (߇ࠎߖ߹߈ߢ⸒ᢿߪߣࠆߊߡߢ߇ߩ⾗ᛩߦਛߩᧄߩࠖ࠙ࡠ
ߣᚲ߇会ᐲ化␠ߩធㄭน⢻ᕈࠅߢធㄭน⢻ᕈߩ߳⽎ኻߪߣࠬࠢࠕ 

ޕ߭߁ࠂߒߢࠆ߃ ߩቯ․߇ੱߩቯ․ߢߩߥߖߚߪ߆ߒᓎഀߩߟߣ߭ߪ‛ߩߟߣ

 ޕߔߢߣߎߩᒰὼߪߣߎࠆߔභࠍߩ߽
 ᛩ⾗߇ᚲ߁ߣࠆ߈ࠍࠆࠇࠄߣ߹ߦࠬࠢࠕߩઁߪߣߎߪߣ

ߢߩߔߢᐲࠆߔ㓚ࠍߣߎㄟߺ⚵ࠍ‛ߦࠄ⥄߇ੱߪᚲߒ߆ߒޕߔ߹ࠅߥ

ᚲߪࠬࠢࠕޕ߁ࠂߒߢࠆ߃ߣߊߠၮߦᚲߩ‛ߩᛩ⾗߽ੱ߽߳ࠬࠢࠕ

น⢻ᕈߒߒࠍᛩ⾗ߪᚲࠍߩ߽ߩߘ೨ឭޕߔ߹߃ߣࠆߡߒߦ 
ߊ߰ࠍ⾌ᶖ߿↥↢ߩ⥄⁛ߔߛࠅߊߟ߇ੱߪߣᚲ߫ࠇ߃߇ࠎ߆ߦ߁ࠃߩߎ 

 ޕ߁ࠂߒߢࠆ߃ߣᐲߥ⊛会␠ࠆߔ㓚ࠍߩࠆߔಽ㔌ࠄ߆ઁࠍ᭴ㅧ
 ᚲ߁ߣᏱ⼂ࠍᛒߩ‛ޔ߇ߚߒ߹₪ᓧੱ߱ࠄߥߣ㑆ᧄ᧪ߩᯏ⢻ߢᚲ߽‛

 ޕߔ߹ߡߒߦߣ߽ࠍᓧ₪ߩ

⽻ᐊߣᏒ႐ߩၮᧄ᭴ㅧ 
㨪 ቯ⟵ 㨪 

ቯ⟵ － Ꮢ႐ޔ⽻ᐊޔଔᩰߔߚߪ߇ࠄࠇߎޔߣᓎഀߩߡߒߣᚲߩ –  
経済ߩᩮḮ⊛᭴ㅧ Σ 
ࠇ߹↢߇ᐊ⽻ࠍߣߎࠆߢၮᧄߩⴕേࠅߢߺ⚵ၮᧄ⊛ᨒߩ経済߇ᚲߩ‛ 

ߢߩ߽ࠆࠊ߆߆ߦᱫ↢ߩੱ߇ᓧ₪ߩ‛ߪᚲߥ߁ࠃߩߎޕߚߒ߹ߒ␜ࠄ߆ᱧผߚ

㊀ߤ߶ࠆࠊ߆߆ߦᱫ↢ߪ経済ⴕേߪߦᩮᐩߩᚲޕߔߢᐲߚࠇ߹߁ߦߚࠆ

ⷐ߽߆ߒߥ৻ቯᤨ㑆ࠍ‛ߦߜ߁ߩ₪ᓧ߁ߣߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒታ߇ẜߢࠎ

 ޕߔ߹
ߩߎߪᐊ⽻ߢߩ߽ߥࠢ࠶ࡒ࠽ࠗ࠳ߪᓎഀߩᐊ⽻ߪߡ経済ⴕേ߭ߦ߁ࠃߩߎ 

 ޕߔ߹ࠅߥߦߣߎ߁ߣࠆߢᚻᲑߩ経済ⴕേߥࠢ࠶ࡒ࠽ࠗ࠳
経済ⴕേߩቯ⟵ 
 経済ⴕേߪ৻ቯᤨ㑆ౝࠍ‛ߦ₪ᓧ߫ࠇߌߥߒᱫ߁ߣࠆߚߦಾታߢߩ߽ߥ

ࠇ㔌ߌ߆ߪߣේℂ߁ߣ߁ߥߎ߅ࠍᲧセ⠨㊂ߩଔ୯߈ߠߣ߽ߦଔ୯ߩᐊ⽻ࠅ

 ޕߔ߹᧪߇ߣߎ߁ߣࠆߢߩ߽ߚ
ᚲߩసߩේℂ (ࠡ  (⟵ቯߩࡊ࠶ࡖ
 ᚲࠍߩ߽ࠆߡߒᚻߪߩߔᚲ‛ࠍᚻߩߚߔേᯏ߇ߌߠᔅⷐࠅߥߦ

ޕੱߔ߹ 㑆ߩ߅ߩ߅߇ᚲߪ‛ࠆߡߒੱᮭߦࠍࠇߎࠄ߆ߔߢߩࠆ߇ੱ

 ޕߔ߹߈ߢ⸂ℂߣജߟ߽ߡߒኻߦ‛ࠆߔᚲߩᏆ⥄߇
 ജߩ‛ߪߩࠆߔߣ₪ᓧߦ⽻ᐊߊߥߢᱞജࠍ߁႐วޕߔߢࠄ߆ࠆ߇ੱ߽ߩ

ޕߔ߹ࠇߐ⒖ߦ⠪ઁࠅࠃߦᒝߪᚲߩ‛߫ࠇ߇ജ(ᱞജ)ߔუߜᛂࠍᚲߩ‛ߟ

ߦ߁ࠃߩߎߪߩߔߥߺߣജࠍᚲޕߔ߹ࠅ႐ว߽߁ᅓࠍ‛ᚲ߇࿖ኅᮭജߚ߹

 ( ޕߔߢ⟵ቯߥὼ⥄ߪߡߒߣ߃ߣߚ )ޕ߁ࠂߒߢ⟵ቯߥὼ⥄߫ࠇ߃߇ࠎ߆
ਸ਼ࠍജߟ߽ߩᚲ⠪ߪࠄ߆⠪ઁߢߩߔ߹ߡߞᜬ߇ᚲ⠪ߪജࠆߔᚲࠍ‛ 

ߎࠆ߃⠨ߣసߩࡊ࠶ࡖࠡࠍࠇߎޕߔ߹ࠅ߇ᔅⷐࠆ߃ߚࠍߌേᯏઃࠆ߃ࠅ

 ޕ߁ࠂߒߢࠃ߽ߡߞߣߣߎࠆ⎕ߜᛂࠍოߩߎߪᓎഀߩᐊ⽻ޕߔ߹߈ߢ߇ߣ
⽻ᐊߩߘߣ↪ߩቯ⟵ 
 ⽻ᐊࠍࡊ࠶ࡖࠡߥ߁ࠃߩߎߪసࠆߔᚻᲑߣࠆߢቯ⟵ޕߔ߹߈ߢᚲߣᚲ

ᨒࠆߔಽᨆࠍᏒ႐ߣᐊ⽻߇ޠᐊ⽻ࠆߔᇦࠍࡊ࠶ࡖࠡޟߣሽߩࡊ࠶ࡖࠡߩ㑆ߩ

 ޕߔ߹ࠅߥߦߣߎ߁ߣࠆߢၮᧄߩ
 ٨ ⽻ᐊߥ⊛⟵৻ߩ↪ߩ‛ߥ߁ࠃߩߎߪ₪ᓧᚻᲑߩߡߒߣᓎഀࠅߢଔ୯ߪ

ᓥዻ⊛ߥᓎഀ߆ߒߦㆊޕࠎߖ߹߉ 
 ⽻ᐊߪ₪ᓧᚻᲑߩߎ߇ߩ߁ߣࠆߢቯ⟵ߩ⿰ᣦߢߣޕߔߢ⽻ᐊߦઃ㓐ࠆߔ

ଔ୯ߗߥߦ߈ߣߊ߮ߜߺࠍ⽻ᐊߩଔ୯ੑ߇ᰴ⊛ࠍ߆ߩࠆߢ⺑ޕߔ߹ߒ 
ଔᩰߩቯ⟵ 
߇Ꮕߪߦࡊ࠶ࡖࠡߩߟߚ߰ߟ߽ߩ㑆ੱߔᚻࠍ‛ߣ㑆ੱ߁ߣߚ߃ࠍ‛ 

᳓Ḱࠆߩߛߩࡊ࠶ࡖࠡߩߟߚ߰ߥ⊛♖ߩ㑆ߩੱੑߩߎߪߣଔᩰޕߔ߹ࠅ

ߩ߽ࠆ߹߈ߦࡓ࠳ࡦߪߢᗧࠈ߭ߪଔᩰߩߎޕߔ߹ࠅߥߦߣߎࠆ߹߈ࠅࠃߦ

ߤߥ⚝តߩᏒ႐ࠆࠃߦౕ߿ડᬺ㧩ᛛⴚ᭴ㅧߩಽጘဳߥ߁ࠃߚߺߦߢߔޔ߇ߔߢ

Ꮞࠅขࠍᐊ⽻ߣᐊ⽻ࠆ߁ࠍࡊ࠶ࡖࠡߩߎޕߔ߹߃߽ߣࠆ߹ࠄ߆ࠬࡠࡊߩ

㗴⺖ߥ㊀ⷐ߽ߣߞ߽ߩᐊ論⽻߇ߣߎࠆߔ⸂ࠍࡓ࠭࠾ࠞࡔߩߘߣᐲ߿ౕߊ

 ޕߔ߹ࠅߥߦ
⏕ߩߘߣᛛⴚ᭴ㅧߩߤߥ༡ᬺ㧩⾼⾈ᚻᲑ߿ડᬺ㧩ᛛⴚ᭴ㅧ߫ࠇߺߦ߁ࠃߩߎ 

₸ㆊ⒟ߩᨒ⚵ߢߣߎߔߛࠅߊߟࠍߺ経済ߥ⊛⥸৻ߩಽᨆᨒ⚵ߎࠆ߇߈ߢ߇ߺ

ࠄ߆ⷞὐߩᐊ⽻ࠍࡓ࠭࠾ࠞࡔࠆၒࠍࡊ࠶ࡖࠡߩߎߪߢ論⠨ߩߎޕߔ߹ࠅߥߦߣ

 ޕߔ߹ߺߡߺ
経済ߩઃട⊛᭴ㅧ Τ 
 ⽻ᐊߥ߁ࠃߩߎߪ᭴ㅧߩߛߩᇦ(ࠔࡈ࠲ࡔ)ࠅߢ৻ቯࠍࡓ࠭࠾ࠞࡔߩ

ࡊ࠶ࡖࠡߟᜬߩᐊ⽻ߒ߆ߒޕߔ߹߃ߣࠆߡߒࠍ↪ࠆ߁ࠍࡊ࠶ࡖࠡߒߚߪ

ᐲߥ․߇ᐊ⽻߇ߜߣᐲߩઁࠅߢߩ߽ߔߺ↢߇㑆ੱߪ↪ࠆၒࠍ

ߒߢ߆ࠄ߈ࠄ߆⾰ᕈߩᐊ⽻ߪߩߥߪߢߌࠊࠆߡ߃ߢり⥄ࠍߺ⚵ᨒߥ⊛

 ޕ߁ࠂ
ᐲࠍᐊ⽻ߪߦ߁ߥߎ߅ࠍಽᨆߩᐊ⽻ߥߚ߽ࠍᒻߩ↪ߩ․ߥ߁ࠃߩߎ 

ߩߚ߹ޔߥ⊛ᱧผߩߘޕߔ߹ࠅߥߦᔅⷐ߇ߣߎߎߪߦߺ⚵ᨒߥ⊛

ࠍಽᨆޕ߁ࠂߒ߹߈ߡߒ 
࠺ࡕ⥸৻ߩ㑆ⴕേੱߪߺ⚵ᨒߩ↪߁ߥߎ߅߇❰⚵ߦ߁ࠃߚߒ߹ߓ論ߦߢߔ 

 ޕࠄ߆ߔߢߩࠆࠇ߆߮ߜߺࠄ߆࡞

Ꮢ႐ޔ⽻ᐊޔ経済⚵❱ߩᱧผ⊛ߥォ  ឵
⽻ᐊผࠍಽᨆࠆߔ┙႐ 
 ⽻ᐊ߿経済ⴕേ߭ߪߡᏒ႐߿ଔᩰੱߪ㑆ߩ♖ࠍࡊ࠶ࡖࠡߔߒ߇ၮߒߦ

ߢߩ߽ߔࠄߚ߽ࠍဋⴧߥ⊛㕒ߪᐊ⽻ޕߚߒߢߩ߽ߥࠅ߹ᄌേᭂߢࠢ࠶ࡒ࠽ࠗ࠳

 ޕࠎߖ߹ࠅߪ
٨ ⽻ᐊߩ‛ߪ₪ᓧᚻᲑࠅߢᚲ⠪ߔߛࠅߊߟߩឃઁ⊛ߥ⇇ࠍ␠会ో

 ޕߔ߹߃ߣࠆߢᇦࠆߔ㐿ߦ
٨ ⽻ᐊߩ‛ߦࠎߚߪ₪ᓧᚻᲑࠅߢ⽻ᐊߩ↪ߪᐲޕߔ߹ࠅࠊ߆ࠅࠃߦ 

ߡ߅ߦᱧผߚ߁ߥ߉߅ࠍㇱಽߚߌᰳߩߎߕߚᜬࠍᯏ⢻ߩ᧪ᧄߪᐊ⽻ ڏ 

⽻ᐊߒࠄߚߪ経済ᐲߺ↢ߦ߉ߟ߉ߟࠍߺ↢ޔߒߚࠇߐᐲߩ․

ᕈߦᴪߚߞࠍ߈⽻ᐊߡߒߪ経済␠会ࠍേޕߚߒ߹߈ߡߒ߆ 
 એߢ⽻ᐊੱߣ㑆ⴕേ߽ߣߞ߽ߩၮ␆⊛ߥㇱಽߪ₪ᓧⴕേࠄࠇߎޔߣߎࠆߢ

 ޕߚߒ߹ߴㅀࠍߣߎ߈ߴߔㅀ⸤ߢᨒౝߩᐲߡߡࠇߐⷙቯߦᐲߪⴕേߩ
ౕࠄ߆᭴ᚑࠆࠇߐᐲߣ⽻ᐊࠅࠊ߆߆ߩ 
 ᐲߪ (ౕ␠会⊛ޔ‛ℂ⊛ੱޔ㑆⊛)ߢߩߔ߹ߡ߈ߢࠄ߆Ꮢ႐߿ᐲ߿経済

ⴕേߪౕࠍ⸥ㅀᚻᲑߡߒߣ⸥ㅀޕߔߢ߈ߴࠆࠇߐౕ߇ታࠆߦ᭴ㅧߚ߹ޔ

᧪ߩౕߩ᭴ㅧ߇ᐲࠍ⸥ㅀࠆߔၮᧄⷐ⚛ޟߩߎߡߒߘޕߔ߹ࠅߥߦౕࠃߦ

⊛ᱧผߩ経済ⴕേޔᐊ⽻ޔᏒ႐߇ࠅࠊ㑐ߩޠⴕേߥ⊛േޟߣޠ㛽ᩰ᭴ㅧߩᐲࠆ

 ޕ߁ࠂߒߢࠆ߃ߣߔߎ߈ᒁࠍォ឵ߥ
⽻ᐊผ㧛⽻ᐊߦ㑐ㅪࠆߔᐲ( ㌁ⴕ㨮ᩣᑼ╬ )ߩᄌォ – 
 ޕߔ߹߈ߡࠍᐲࠆࠊߟ߹ߦᐊ⽻ߥࠈࠈߚ߈ߡߢᓟߩࡑࡠޔࠕࡘ࠺ 
 ᱧผ⊛ߦᒻᚑߊߡࠇߐ⽻ᐊߣᏒ႐ߩᐲߪ⽻ᐊߣᏒ႐ࠍ⸥ㅀࠆߔᨒ⚵ߣߺ

߇ଔᩰ߿㧝‛㧝ଔ߇⥄ߣߎ߁ߣࠆߢᔅⷐ߇ᐲߩᏒ႐߿ᐊ⽻ޔߒߔ߹ࠅߥ

ᦨㆡ⁁ᘒࠍታࠆߔജޕ߁ࠂߒߢࠆ߃ߣࠆߡߒ␜ࠍߣߎࠆߡᰳࠍᱧผ߇



ၒ߆ߒߢᒻߥਇቢో߇ᐊ⽻ࠍࡊ࠶ࡖࠡߩߛߩᚲߣᚲߪߩࠆߡߒߒ

 ޕߔߢታ߁ߣߥࠇࠄ
 ⽻ᐊߪ⾗Ḯേຬߩᓎഀࠍᐲࠅࠃߦలߡࠇߐᐲߩഥߢߌ経済ߩᄌ឵⢻ജ

 ޕߔ߹߈ߡߒᓧ₪ࠍ
 ٨ ⽻ᐊߪਇቢోߥౕߢᐲࠅࠃߦᏒ႐ᄌ឵⢻ജࠍ₪ᓧޕߔ߹߃ߣࠆߔ 
 ᛛⴚ㐿⊒ߊߥߢߌߛᏒ႐߿⽻ᐊ߽ࠡߩࡊ࠶ࡖਸ਼ࠅޔࠅߢ߃⽻ᐊࡊ࠶ࡖࠡߩ

ਸ਼ࠅ߃⢻ജߪᐲ⊛ߥࠈࠈߥ᧦ઙࠅࠃߦ߹߇ߣߎࠆએਅߩᱧผ⊛ታ

 ޕߔ߹ࠇߐߒࠅࠃߦ
⊛ᐲߩߢᗧࠈ߭ޔߺ⚵ᨒߩቯ৻ߪᏒ႐߿ᐊ⽻ޔ߇ߔ߹ߒࠅ➅߽ߤࠎߥ 

น⢻߇ಽᨆߥ⊛ቯဳ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⸂ℂߡߓߪߢࠎㄟߪߦ߆ߥߩߺ⚵ᨒߥ

 ޕߔ߹ࠅߥߦ
ߒߣߩ߽ߥ⊛ౕޔ会␠ޔ経済ޔߦ߽ߣߣࠆߢಽᨆᨒߪಽᨆᨒߥ⊛ቯဳߩߎ 

᭴ㅧߩ↪ᒻᘒߩߢⓨ㑆ߒߒࠍ᭴ㅧߩⓨ㑆ߩᚲޔ経済ⴕേޔᐊ⽻߿Ꮢ႐ߪߡ

 ޕߔ߹ߡߒߒࠍ
↥ᬺ㕟ߣᐲ 
 Ꮢ႐ࠆࠊߟ߹ߦᐲ߇㜞ᐲ化ߡߒᏒ႐ߒ┙⏕߇ขᒁ߇Ⴧ大ߒᄙߩߊຠ߇ຠ

化߈ߣߚߒᎿ႐ᚻᎿᬺࠄ߆߆ߥߩߎࠇ߹߁߇↥ᬺ㕟ޕߔ߹߃ߣߚߞߎ߅߇

⑼ߒߎ߅߈߭ࠍ㕟ᬺ↥߇ቢᚑߩᐲޕ߁ࠂߒߢታߥᐔಠߚࠇࠄ⍮ߊࠃߪࠇߎ

学ᛛⴚߩ⊒㆐߇↥ᬺ㕟ޕࠎߖ߹ࠅߪߢߩߚߒߎ߅߈߭ࠍ 
 Ꮢ႐߁ߣᣂߒ↢ᘒ学⊛ⅣႺ(ᐲ⟲)ߩߡߒߣ‛↢ࠆ߈↢ߦ߆ߥߩߘ߇ᯏ᪾

ࠆ߃ߣߚߒታ⚿ߦ㕟ᬺ↥߇ޠ進化ߩ⟎ⵝޟߒߦน⢻ࠍሽ↢ߩⵝ⟎(ⵝ⟎⟲)߿

 ޕ߁ࠂߒߢ
 :d ߥ߁ࠃߩߎߡߒߘᐲߺ↢߇ߪߩࠆࠇߐ᪢߁⸒ߩ第৻ၞ࡙

ߢᱺ᳃ᢥ߫߃ࠄ߆ⷞὐߩࠅߢၞࠆߦ┵ਔߩ大㒽ࠕࠪ

 ޕߔ߹߃߽ߣߎ߁ߣࠆ
㕟ᬺ↥߽ࠄ߇ߥߒ㘃ૃߪਔ⠪ࠅ߇日ᧄߣࠬࠡࠗߪߡߒߣဳౖ  

ߢ日ᧄ߇ㆃࡄ࠶ࡠ࡛߇ࠬࠡࠗߪߩߚߞߣࠍࠇ⇇(第৻ )ၞ
ኻߦߩߚߞߢᱺ᳃ᢥߥ⊛ဳౖ৻໑ߪߢࡄ࠶ࡠ࡛ߜ߽ߦ⢛ᓟࠍ

⠹ߕߚ߽ࠍᥦ化ലᨐ᷷ࠆࠃߦᥦᵹ߇ḩᎺߩߡߒߣㄝߩ日ᧄޔߒ

߽߆ߒߒធធ⋤ߦṽᢥ߇ᦺ㞲ඨፉࠇ߆߅ߡߒߣߩኙ಄ߥ࿎㔍ߩ

ၞࠆߔ㓵ⴕࠅߥߦ߁ࠃ߁ᓥߦቢోߦṽᢥߚߚߞߢၞ⁜

࿖ኅߕߚ߽ࠍᤃⅣႺ߇日ᧄፉߎ߁ߣࠆߢߚߚࠇࠄ߉߆ߦ

 ޕߔ߹߃߇ߣ
ߥᐢ大ߪ㕟⥄ᬺ↥߇ߔ߹ߒടㅦࠍ㕟ᬺ↥ߩߏߩߘߪ学ᛛⴚ⑼ࠎࠈߜ߽ 

ຠᏒ႐ࠇ߹߁߇ᜬ⛯⊛ߥຠߩ↥↢ߩᔅⷐᕈߛࠎ↢߇⚿ᨐߣߎ߁ߣࠆߢ

 ޕߔ߹᧪߇
ಽࠍ㕟ᬺ↥ࠅߢ࠼࠰ࡇࠛߔ␜ࠍᔅⷐᕈߩᐲಽᨆߩᏒ႐ߣᐊ⽻ߪࠇߎ 

ᨆ߇ߩࠆߔᧄᒰޕࠎߖ߹ࠅߪߢ⊛⋠ߩ⽻ᐊߩᱧผߩಽᨆߦޕߔ߹ࠅ 
⽻ᐊߩᱧผ 
( භߣᚲᐲ ) ኽᑪߩ㐿ᆎߩߡߒߣ大化ߩᡷᣂ ⚐☴ᮭജߩ⏕┙ 
 ᯏ⢻ࠍਛᔃߪ❰⚵ࠆߔߣ⥄ὼ⊒↢⊛ޔᮭߊߥߪߢߩߚߓ↢ߦ ജޕߔ߹ࠇ߹↢ࠄ߆

Ꮞࠅขࠍ⊞ᄤߩએ೨ࠇߘ߇ᯏ⢻᳁ᣖ߁ᜂࠍᱞജߩߤߥ大᳁ߪߢ日ᧄ߫߃ߣߚ

ߣߚࠇ߹↢ߢㆊ⒟ࠆߔ┙⏕ࠍജᮭ☴⚐ࠆߔߣਛᔃࠍ⊞ᄤߡߒಒ㚧ࠍᏂ大⽕ᣖߊ

経済ข߇❰⚵ᢎߩߎߒᵄߦ❰⚵ᢎߪ❰⚵ᯏ⢻ߥ߁ࠃߩߎߡߒߘޕߔ߹߃

ᒁޕߔ߹ߺ↢ࠍ❰⚵߁ߥߎ߅ࠍ 
 ( 経済⚵❱ߩᦨೋ ) 経済⊛ࠍ❰⚵ߥ㐿ᆎࠆߔ⊛ߚࠇࠄߊߟߦᢎᢎ࿅ 
 ᄹ⦟ߩᢎ⚵❱ߪᤃߥߎ߅ࠍ⥄りߩᔅⷐࠍߩ߽ࠆߔߣ₪ᓧߪߦࠄߐߒ

ᤃࠅࠃߦ⋉ޕߚߒ߹ߡ߃ࠍ大ⷙᮨߥᤃߪฦߦᣇ⚵❱ࠍᜬ߆ߒߢ❰⚵ߟ

❰⚵Ꮒ大ߥ⊛ᯏ⢻ࠆߦ⢛ᓟߩߘߪߩ߽ࠆߖߚߚࠅߥࠍᏒ႐↱⥄ߕ߃ߥߎ߅

❰⚵ࠍ㑆ੱ߿ᖱႎવ㆐߿ャㅍ⾗‛ߟ߽ߩ❰⚵ߥᏂ大ޕࠎߖ߹ࠅߪߢછ↱⥄ߢ

ߢ࿐▸ᐢߩේ⍹ߩ⍹ེߩ⍹ེᤨઍߪߊฎ߿឵ޘ‛ߩߢၞ߹ߖ߇ജࠆߔ

 ޕߔ߹߃ߣߚߒࠄߚ߽ࠍ┙ᚑߩᏒ႐ࠆߥ⇣ߪߣᵹㅢߩ
ߎߚࠇࠊߥߎ߅߇ᤃߢరߩᮭ₺߽ߢࠕࡒ࠲ࡐ࠰ࡔ߇ߤߥ࠾ࡦࡐߪࠇߎ 

ߪᤃߩታ㓙ߪߢࠕࡒ࠲ࡐ࠰ࡔߦߢߔޔߛߚޕߔ߹ࠇࠄ߃⠨ߣࠆߡߒኻᔕߣߣ

ߥ߃ߪߣࠆߡߒߒࠍᒻᘒߩᤃߩᦨೋߥߎ߅߇ੱߚߌ߁ࠍนߩ₺

 ޕ߁ࠂߒߢ
ߦ⊛ઍᤨߢὐ߁ߥߎ߅ࠍᤃ߇ኹ㒮⚵❱⥄ߪᤃߩߢ大ᮭߒኻߦࠇߎ 

Ꮢ႐ޕߔ߹߃ߣࠆߡߒߒࠍᤃᒻᘒߥ⊛ේೋࠅࠃ߃ߪߣߒᣂߦ߆ࠆߪ

ߎࠆߡߖߚߚࠅߥࠍᏒ႐↱⥄߇❰⚵ߥ⊛論ℂࠅ߇❰⚵ߥ⊛論ℂߪߦ⢛ᓟߩ

 ޕߚߒ߹ߒߒߦ⊛ᱧผࠄ߆ߩ日ᧄࠍߣ
 ߩ߽ࠆߔᗧߩ論⼏ࠄࠇߎ
ࠇߐߒࠄ߆ᱧผߩએ߫ࠇߢޠၮ␆ේℂߩⴕേ߿ᐲ߇᭴ㅧේℂߩ㑆ੱޟ 

ࠆ߇ᔅⷐࠆߔߦၮࠍ㑆ේℂੱߪಽᨆߩᐊ㧩Ꮢ႐⽻ࠆࠇ߹ㄟߪߦᨒߩᐲߚ

 ޕߚߒ߹ࠇ߆ዉࠄ߆ᓧⴕേ߽ੱ㑆ේℂ₪ࠆߥߦ␆ၮߩᏒ႐ޕߔ߹ߌዉ߇ߣߎ
 ੱ㑆ේℂࠄ߆ዉࠆࠇ߆⻉ᐲߩ⸥ㅀᨒߪ論ℂ㧩‛ℂ㧩♖ߩቴⷰ⊛ߥ⸥ㅀᨒ

ߔታⴕࠍ↪ߊ߰ࠍℂ‛ߒሽߡߒߣ論ℂ᭴ㅧߪߣᐲޕߔ߹ߒ┙ᚑߢ߆ߥߩ

 ޕߔ߹߈ߡߒ⺑ߢ⠨ኤ߿ᱧผታߩᓟߩߎߪߡߟߦὐߩߎߢ❰⚵ࠆ
߆ዉࠄ߆ቯߩ㑆᭴ㅧේℂੱߣቯߩℂ㧩♖᭴ㅧ‛ޔ論ℂ߿ᐲߥ߁ࠃߩߎ 

 ޕߔ߹ࠇߐᒝ߽ࠄ߆ᱧผߔߒߦᰴߪᐊ論⽻ࠆࠇ
ᐲ߁ࠍ (ౕ‛ℂ㧩♖㧩論ℂ⊛)ߣౕࠆߊߟ߇᭴ㅧ 
 ᐲߩᨒߢᏒ႐߿⽻ᐊࠍಽᨆ߇ߚߒ߹ߣ߈ߴߔታ㓙ߪߦᐲ߁ࠍౕ

(‛ℂ㧩♖㧩論ℂ⊛)߇᭴ㅧᨒ ( ߽ࠇߎ‛ℂ㧩♖㧩論ℂ⊛ )ߩߘߒߛࠅߊߟࠍ

 ޕߔ߹ߡߒߒࠍࠇߘߪታߥ⊛ᱧผࠅߢߩߊߢ߆ߥ

Ꮢ႐=⽻ᐊߩᄌ឵↪ 
㨪 ᐲࠆߊߟ߇ᄌ឵ߩᨒ⚵ 㨪 

⸥ㅀᨒߦၮߊߠᩣᑼޔ㌁ⴕޔὑᦧߩቯ⟵ߡߟߦ 
 ᩣᑼ会␠ߩᐲߦ߁ࠃߩߤࠍቯ⟵ߪߢߎߎߪ߆ࠆߔㅀߕߴ論⠨ߩᓟߦ߁߶ߩ

回ߪߢߎߎޕߔ߹ߒ⽻ᐊߣᏒ႐ߩᱧผಽᨆ߇ਥޕࠄ߆ߔߢߩߥ 
⽻ᐊผ㧛⽻ᐊࠍᐲߩᨒ( ‛ℂ=♖~論ℂ⊛ )ߪߦㄟ 
 ὑᦧޔ㌁ⴕޔᩣߣᩣᑼߪ࡞࠲ࡇࡖࠠࡖ࠴ࡦࡌޔ⽻ᐊ論ᤨ߇ⓨ‛ℂ⊛ߚ߹ߥ⸥

ภ論ℂ⊛ߥᨒ⚵ߦ߆ߥߩߺሽߒ‛ℂ⊛ߚ߹ߥ⸥ภ論ℂ⊛ߥᄌ឵ࠆߌߔߚࠍ

 ޕߔ߹ߡߒߒࠍߣߎࠆߡߒታߡࠅ߆ࠍߌഥߩᐲࠍ↪
( ὑᦧᐲ ) 
 大㊂ߩ⽻ᐊߡߞ߽ࠍ㆙߳ߊᣏⴕߪߩࠆߔ㕖Ᏹߦෂ㒾ޕߔߢᤃߩߟߚ߰ߪὐ

ߪߩࠆߔ▚ߡߒ⇛⋬ࠍㆇ៝ߩᐊ⽻ࠅࠃߦὑᦧᐲߢߩߔ߹ߒࠅขࠅ߿ࠍ‛ߢ

Ꮢ႐ߪߦ┙⏕ߩ㕖Ᏹߦലޕߔߢ 
 ٨ ὑᦧߪ⽻ᐊߩ↪ޟࠍⓨ㑆⊛ᄌ឵ᤨޔ㑆⊛ᄌ឵ߢ߹ߦޠᒛޕߔ߹ߒ 
ᩮߩᐲࠆߔࠍ߈ߩᓧ₪ߩ‛߁ߣᐊ⽻߇ℂ㧩♖ಽᨆᨒ‛ߩᯏ᪾ߪࠇߎ 

ᐙࠍ⸥ㅀߦߩࠆߔᔅⷐߢലߥ⊛ဳౖߔߒࠍߣߎࠆߢޕߔߢ 
 ( ㌁ⴕ ) 
 ㌁ⴕߪ⾗㊄ߩਇ⿷ࠍߦ߽ߣߣ߁⾗Ḯࠍડᬺ߿ੱߦ集ਛߒࠄߚߒᬺ

ၮᧄᬺߩ㌁ⴕ߇ᓎഀߩߡߒߣ⾗ᛩߩ㊄⾗ߪߦ⊛ᱧผޕߔ߹ߒࠍߌᚻഥࠆߔታⴕࠍ

ോߪߩࠆߥߦ大ⷙᮨᛩ⾗߇Ᏹᘒ化ࠆߔㄭઍડᬺߩᚑ┙ᓟޕߔ߹߈ߢ߇ߣߎࠆߺߣ 
 ὑᦧ߇⽻ᐊ⥄りᤨߩⓨ⊛ߥᄌ឵ߦࠆߢኻߒ㌁ⴕߒ⾉ߪᤨ߁ߣߒ㑆⊛ߥ

ᄌ឵ޕߔ߹ߒࠍ 
    :d  ㄭઍડᬺ߇ᚑ┙ᓟߪߦ⾗㊄ߩ集ਛߩ⽷‛ࠆࠃߦേຬ߁ߣ↪ࠍ

 ޕߔ߹߈ߢㅀ⸤ߡߒߣ集ਛߩᐊ⽻ࠆߢ⒳৻ߩⓨᄌ឵ᤨߥ⊛ℂ‛ޔߒ
ᩣᑼ会ߣ㕟ᬺ↥ߪߩߚߞߥߦน⢻߇ᛩߥ大ⷙᮨߩ⽷‛ߡߒߘ  

大ߩᩣᑼᐲߣ⊛ᛛⴚߩߎߪ㌁ⴕޕߔ߹ࠅࠃߦᢛߩᐲ߁ߣ␠

ォ឵ࠅࠃߦᄌりޕߚߒ߹ߒ 
( ᩣᑼ ) 
 ⾗㊄ࠍ集ਛࠆߔലߥᣇᴺߡߒߣᩣᑼ߿ᩣߪߩߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇࠄߜ߽߇

ㄭઍޔࠅߢᳯᚭᤨઍߩ↰ᴧߩᡷ㕟ߪߢᣂ↰ߩ㐿⊒ߦਥࠄ߆ߤߥ⾗㊄ࠍ集ߒ

 ޕߔ߹ߡߒߣ߁߅ߥߎ߅ࠍ⋉㈩ಽߡ
႐วߩߎޕߚߒ߹ࠇ߹↢ߡߒߣ␠会࠼ࡦࠗ᧲ߢࡄ࠶ࡠ࡛ߪ␠ᩣᑼ会ޔߒ߆ߒ 

߽ᩣᑼ会␠ߩᐲᮭߪജࠆࠃߦᱺ᳃ᡰ㈩߁ߥ߽ߣߦࠇߘߣᱺ᳃⛔ᴦᐲߡߒߣ

 ޕࠎߖ߹ࠅߪߢߌࠊߛࠎ↢ࠍ❰⚵␠会߇Ꮢ႐↱⥄ߢߩߚࠇ߹↢
 ޕߔ߹ࠅߟߞߺߪߩࠆߡߒᗧ߇ࠄࠇߎ 
 ٨ ⽻ᐊߪὑᦧޔ㌁ⴕޔᩣᑼ会␠߁ߣᐲࠅࠃߦᏒ႐ߩߢᄌ឵⢻ജࠆ߃ࠍ 
 ٨ ⽻ᐊ߿Ꮢ႐ߩᄌ឵⢻ജߪ‛ℂ⊛߹ߚ⸥ภ論ℂ⊛ߥࠅࠃߦ⸥ㅀࠆࠇߐ 
 ٨ ⽻ᐊߪᐲ⊛ߥ⢻ജߥߩ₪ᓧᚻᲑߩߘߕ߉ߔߦᄌ឵⢻ജߪ論ℂᮭജ߁߇

 ࠆߔታ߇ᐲ

⸥ㅀᨒߩߚࠆ߃ࠍḰ 
 એᮭࠍജߩⷞὐࠄ߆⋥ߪߊࠄ߫ߒޔߒ߆ߒޕߔ߹ߺߡߒᐔಠߥᱧผ⊛ታ

ឭࠍ⚵ㅀᨒ⸤ߊߠߣ߽ߦℂ㧩⸥ภ論ℂ‛ߣ㑆᭴ㅧේℂੱߦరࠍࠄࠇߎߢᓟߴㅀࠍ

 ޕߔ߹ߒ␜
⽻ᐊ㧛Ꮢ႐ߣ論ℂ⚵❱ᮭߩߡߒߣജ 
 ᮭജࠆࠃߦ論ℂߩ⽾ᔀ( ߩߎ႐วߪᐲߩߡߒߣ⚵❱論ℂᤨ߇ⓨ߿ᐲ論ℂࠍ

ਸ਼ࠅߡ߃⾗㊄ߩ集ਛߒࠄߚ߇( ߔࠄߚ߽ࠍᐲࠅߢߩ߁ࠍ⥄↱Ꮢ႐߇

ᣂߒ論ℂ⚵❱ߒࠄߚޕࠎߖ߹ࠅߪߢߩߛࠎ↢ࠍᐲ߁ߟ߰ߪ論ℂᮭജ߽

ߚߓ論ߢ論ℂᮭജ論ߪߣߎࠆߢߩ߽ࠆࠇࠄߡߞߐࠊ߇Ꮢ႐ߣജᮭߪߊߒ

 ޕߔ߹߃߇ߣߎߩห᭽߽ߢ経済Ꮢ႐ߩㄭઍߢࠅ߅ߣ
 ᮭജߣᏒ႐ᷙߩㆊ⒟ߪਛࠅࠃߪߦ⏕ޕߔ߹ߡࠇࠊࠄߦ日ᧄߪߢ৻

♿એߚߠߟ大化એ೨ᮭߩജߩ⚐☴化ޔ論ℂ化ߩᏫ⚿ߡߒߣ⯃ᚒ᳁ߩᡷ㕟߇

ߩ࿖ోߥߎ߅ࠍᱞജ化ߣ化☴⚐ߩജᮭ߇ᡷᣂߩ大化ߩߡߒߣᱠ৻ߩᦨᓟࠅ

化ࠍታⴕߒᡰ㈩ᮭߩߡߴߔߩജᮭޟࠍജᯏ㑐ߩߡߒߣޠᄤ⊞ߦ集ਛߒ

 ޕߚߒ߹



㐿ࠇࠊᄬߦߛߒߪࠆߌะࠅᝄߦ⊑ᣂ↰㐿ࠍ㊄⾗ߩߘߪᐲߩߎޔߒ߆ߒ 

⊒⾗㊄ࠍᣇߩ⽕ᣖޕߔ߹ࠅߥߦ߁ࠃࠆߨߛࠁߦࠍ࿖ᤚߒߣਛᄩࠆߦ⾆

ᣖߪ⊛ࠍࠇߎߦታⴕޔߕ߈ߢ⚿ዪޔ⾆ᣖߦ⊛⑳߇ᄤ⊞ࠄ߆◪ᅓᮭߚߒജߣ߽ࠍ

 ޕߔ߹ࠇ߹↢߇⨿ࠅࠃߦነ進( ᄾ⚂ )ߩᣇ⽕ᣖߚߒታⴕࠍ⊑㐿ߦ
ޕߔ߹߈ߡߒ進ዷߪ会ᐲ␠ߢᘒ⁁ߚߒⶄวߣജᮭߒ㑐ㅪߦജᮭߦ߁ࠃߩߎ 

ࠅ୫ࠍߌഥߩᐭ߇ᐲߒࠄߚߪߢᘒ⁁ߚߒ㆐⊑ߦ㜞ᐲ߇❰⚵経済ޔߒ߆ߒ

 ޕߔߢQCࠅߢ࡞࠲ࡇࡖࠠࡖ࠴ࡦࡌ߫߃ߣߚޕߔ߹ࠅ߽ߣߎࠆࠇ߹߁ߦߕ
( QC ) 
 日ᧄߩ⚳り㓹↪߿ᜬ⛯⊛ᛛⴚ㐿⊒߽ߊߓߥ߅日ᧄߩᐲ⊛ᨒ⚵߁ߡߒߣߺ߹

ߩജᮭߢᗧ߁ߣߚߒ┙⏕ߢరߩേຬ✚ߩᚢਛߪᐲߩ日ᧄޔߢߩ߽ߚࠇ

論ℂ化ߩ↪ޕߔߢߟߣ߭ߩ 
᩺⊑ߩᬺຬߚ߹ߡߒߣ⊑ဳ㐿৻ߛࠎㄟ߈Ꮞࠍߌ⺧ਅ߫߃ߣߚߪᚑᨐߩߘ 

ߩࠞࡔࠕߒᯏ⢻ߢ߽⇇ਛࠇࠄߺߦߤߥ࡞ࠢࠨQCࠆߔߣၮᧄࠍേຬߣ

ᓳᵴߩߎߪQCߩߤߥ㐿⊒ᚻᴺߪߦߒߥ⠨ޕࠎߖ߹ࠇࠄ߃ 
 QC ߓߥ߅ߣ集⚿ߩਅ߳ߩࡑࠬ㐿ნࠞߜ߽ࠍᒻᑼߩวᗧᒻᚑߪߤߥ࡞ࠢࠨ

ᒻᑼޕߔ߹ߡߒࠍ 
ᄖ߮ࠃ߅⽻ᐊߥ߆ࠄߚߪߩ∛ℂ߁ࠍᐲ 
 Ꮢ႐߇৻ቯߩⷐઙࠍ߫ࠇߌߥߡ߃⽻ᐊߪ∛ℂ⊛ߥ⁁ᘒޕߔ߹ߺ߁ࠍ 
 ( ࡞࠲ࡇࡖࠠࡖ࠴ࡦࡌ ) 
 ᵴ⊒ߥᛛⴚ㐿⊒߇น⢻ߚߞߥߦ⁁ᘒߢ大㊂ߩ⾗㊄߇ᔅⷐࠆࠇߐߣ⁁ᴫߪ㐿⊒

࠲ࡇࡖࠠࡖ࠴ࡦࡌࠆߔⷐ᳞ࠍ೨ߌಽߩᚑഞႎ㈽ࠅࠊ߆ࠆߌฃ߈ᒁࠍࠢࠬߩ

 ޕߚߒ߹ߒߺ↢߇ࠄ⥄Ꮢ႐ࠍ࡞
 ㌁ⴕߪਇ⿷ࠆߔ日Ᏹ⾗㊄ࠍ⛎ߡߒࠍ߿ߑⒿࠍࠢࠬߢߩ߽ߋၮᧄ⊛ߪߦ

ߚߒ┙⁛ࠄ߆ડᬺࠍ⊑ᛛⴚ㐿ߩߎߪ↢⊑ߩ࡞࠲ࡇࡖࠠࡖ࠴ࡦࡌޕࠎߖ߹ࠅߣ

ࠆࠇߐ㓹⸂߃ߐᛛⴚ⠪ߥਅ⢻ߩᴫ⁁ߩ大ਇᴫߩࠞࡔࠕ߁ߣ߁ߥߎ߅߇ੱ

 ߁ࠂߒߢࠆ߃ߣߚ߃ࠍࠅࠃߦᘒ߁ߣ
ౖߦᐲ߁ߣឨ৻ߪߊฎ߇QCࠅߢᐲߩဳࠞࡔࠕߥ⊛ဳౖߢᗧߩߎ 

 ޕ߁ࠂߒߢࠆ߃ߣࠆߢ⊛ኻᾖߣߩࠆߢ ઍߩᐲߩ日ᧄဳࠆࠇߦ⊛ဳ
( ቭߣ⽻ᐊ ) 
 ⽻ᐊߪ⽻ᐊ₪ᓧ߁ߣᏒ႐ߦኻߣ⓹ࠆߔ⽻ᐊ߁ߣᏒ႐ߦኻ߭߁߽ࠆߔ

߹߁ߪᐊ⽻ߪߢᘒ⁁ߚᰳࠍਔᣇߪߊߒᣇ߽৻ࠅߢᔅⷐ߇ߟߚ߰ߩ⓹ߩߟߣ

 ޕࠎߖ߹ߒᯏ⢻ߊ
ߔኻߦਇ⏕ታߩ᧪ᧂߟᧄ᧪ᜬ߇ജᮭߢ会㒾ᐡ␠ߪဳౖߩߎߊߥ߽ߢ߹߁ 

߫ࠇߌߥߐߜᛂࠍᣂᯏゲߒല₸化ޔߕߚ߽ࠍᮡ⋠߁ߣᐲ化ߣᚢߥᨐᢓࠆ

⣕⪭߁ߣࠆߔᏒ႐ߩᵺ化ᯏ⢻߽ߚ߆⁁ᴫ߇ੱߣ❰⚵ߚࠇ߆⟎ߦ߆ࠆߔࠍ

 ޕ߁ࠂߒߢဳౖ߁ߣ
:d  ↥ޔ߇ࠎߖ߹ࠅ߽ߢ߹߁⸒ߪ論ℂᮭജ߇ᔅ߽ߒߕᱜߒᣇะߔ␜ࠍ

ߥ⊛ౕߦ߁ࠃࠆࠇࠄߦ⊛ဳౖߦ㒢ߩ㋕ᚲߩᚢᓟ日ᧄޕࠎߖ߹ࠅ߉߆ߪߣ

╷ߪᄙߩߊ႐วਇㆡಾޔߒ߆ߒޕߔߢ論ℂ化ޔᐲ化ߪᏒ႐ߪߦㆡߕߐᏒ႐߇

 ޕߔߢㅢᏱਇน⢻ߪߩࠆߔታⴕࠍࠇߎ
ߣᔅⷐࠍᛛⴚߒᣂߣᏂ大⾗㊄ߤߥේሶἹޔ࠲ࡘࡇࡦࠦ߿⊑ቝቮ㐿ߪߩߘ 

ࠄ߆ߔߢߩ߁߇ߚߒߦᐲߪᏒ႐ޕߔ߹ࠅ߹ߪߡ߽ߦ႐วߔߺ↢ࠍᬺ↥ࠆߔ

Ꮢ႐ߩಽᨆᨒ⚵ߪߺᐲ㧩⚵❱ߩߘߣᩭࠆߦ論ℂᮭജޕߔ߹ࠅߥߦ 
 論ℂᮭജࠆࠃߦᏒ႐ߩᐲ化ߩᱧผߩᦨᓟޔ߇ߚߒ߹ࠅߥߦṽᢥߪߢዊ㗵⽻

ᐊ߇㊄⽻ࠅࠃవޕߔ߹ߡࠇ߹↢ߦ㩠㨺㩥㨹㩔㩩ߪߢ㊄⽻ࠇ߹↢߇ṽᢥߪߢ㌃㌛߇వ

ᐲߥ߽ߦߎߤߩ⇇߁ߣᅛ㓮߇ࡄ࠶ࡠ࡛ߪ↱ℂߩߟߣ߭ߚࠇ߹↢ߦ

 ޕࠎߖ߹ࠇߒ߽߆↱ℂ߇ߣߎ߁ߣߚߡߒ↪ណࠍ
ᱧผ⊛ታߩᗧ 
 ޕߚߒ߹߃ࠍ論⚿ߥ߁ࠃߩᰴࠄ߆ታߥ⊛ᱧผ߇ߔ߹ࠅߥߦߒࠅ➅ 

٨ ᐲߩᨒߦ⽻ᐊޔᏒ႐ޕ経済ⴕേߪࠍㄟᔅⷐޕࠆ߇ 
٨ ⽻ᐊߪභ㧛ᚲࠍၮ␆ߩ⽷‛ߚߒߣ₪ᓧᚻᲑޕࠆߢ 
٨ ⽻ᐊߪ㧝‛㧝ଔ߿ᦨㆡ⁁ᘒࠍታࠆߔജ߈ᰳࠍ⽻ᐊߦઃ㓐ࠆߔ⻉ᐲߎ߇

 ޕ߁ࠍࠇ
٨ ⽻ᐊߣᏒ႐ߪ‛ℂ㧩♖㧩論ℂߩߢᄌ឵߿集ਛࠍᐲߩഥࠍߌ୫ߎ߅ߡࠅ

߆ޕߥߡߞ߽ߪᏒ႐⥄り߿ᐊ⽻ࠍ↪ࠆߔታࠍ឵߿ဋⴧߥ

ߢ↪ࠆߔᄌ឵ߦࠢ࠶ࡒ࠽ࠗ࠳ࠅࠃࠍ経済ߪᐲ߁ߦࠇߘ߿ᐊ⽻߫ࠇ߃

 ޕࠆ߃ߣࠆ
ߘޕߔߢߣߎߥᗧ߽ߩߤߥቯ߿ဋⴧߡ߅ߦ経済߿会␠߽ߘ߽ߘ ڏ

ߎࠆߊߟࠍ会␠߿経済ߥ㜞ᐲߒߺ↢ࠍࡓ࠭ࡒ࠽ࠗ࠳ߩ経済߿会␠߽ࠅࠃࠇ

 ޕߔ߹ߡߒታࠍࠇߎࠄ߇ߥࠅ୫ࠍߌഥߩᐲߪᐊ㧩Ꮢ႐⽻ߢ㊀ⷐ߇ߣ
٨ ⽻ᐊߩᧄ⾰ߪേ⊛ߩ⽷‛ߥ₪ᓧᚻᲑੱࠅߢ㑆ᤨ߁ߣࠆ߈↢߇ⓨߦ㒢

ࠅ୫ࠍߌഥߩᐲߡߡߞߥߦࠍᓎഀߩߡߒߣౕࠆߔᒛࠍᵴേߚࠇߐ

 ޕߔ߹߈ߢ߇ߣߎࠆߌߠ論⚿ߣࠆߡߞߥߎ߅ࠍ集ਛߣᄌ឵ߥ⊛ℂ論ℂ‛ߡ
 એߩ⚿論ߦߣ߽ࠍ⽻ᐊࠍਛᔃߦᏒ႐ࠍᚑ┙ࠆߡߖߐᨒ⚵ߩߘߣ↪ࡕߩ

 ޕߔ߹ࠅߊߟߢએਅࠍ࡞࠺

⽻ᐊߣᏒ႐ߩᱧผߩᗧ⟵ߣ⽻ᐊߩᓎഀߣᐲ 
㨪 ᱧผࠍၮౣߚߒߦᬌ⸛ 㨪 

ᗧࠈߎߣࠆߔ 
 ⽻ᐊࠍ‛ߪ₪ᓧࠆߔേ⊛ߥᚻᲑ(   ౕ ‛ޕߚߒ߹ࠇࠄ߃߇論⚿߁ߣࠆߢ(

ߡࠇߐ⚂ߦ㑆ᤨߢߩ߽ߥ⊛േߪᓧⴕേ₪ޕߔ߹ࠅ߇ᚲߪߦ⢛ᓟࠆߔᓧ₪ࠍ

ଔᩰߪ㧝‛㧝ଔ߽ߡߟߦࠇߎޕࠎߖ߹ࠅߥߪߣᓟߢේℂ⊛ߦ⺑ޕߔ߹ߒ 
 ߕࠇኈ⋦ߪߣଔ឵╬ߪᔨ߁ߣᓧ₪ߩ‛ ٨ 

⽻ᐊ論ߩၮ␆ޟࠍଔ୯ࠄ߆‛ℂ論ℂ⊛ߥᄌ឵↪ߩߚޠࠆ߃߆߈߅ߦ 
 ޕߔ߹ߡߞߥߣޠ⺑ၮ␆ߥ⊛ේೋޟ

 ٨ ╬ଔ឵ߪ⽻ᐊ߇ଔ୯ߚߞ⺋ޟ߁ߣߟ߽ࠍ⺑ࠄ߆ޠዉޕߔ߹ߡࠇ߆ 
Ꮢ႐߿ᐊ⽻ࠅߢၮᧄߩ経済߿会␠߇ߘߎ᭴ㅧࠆߔߦน⢻ࠍ集ਛ߿ᄌ឵ ڏ 

ࡘࡒࠪ߿Ꮢ႐߿ᐊ⽻ߩ᧪ᓥޕߔߢ߈ߴߔ߅ߥߡ┙ߺ⚵ߦ႐⿷ࠍᄌ឵ߩߎ߽

 ޕߔ߹ߡᰳࠍⷞὐߥ߁ࠃߩߎߪࡦ࡚ࠪ
 ଔ୯ੱࠄߥ߁߆ߟࠍ㑆ࠍ‛߇₪ᓧߒടᎿࠇ߹߁ߢߣߎࠆߔ↪ଔ୯(ർᶏ大

会 )߽ߣߞ߽߇ㆡಾޕ߁ࠂߒߢ 
 ٨ ⽻ᐊଔ୯ߪ‛ℂ㧩♖ߩ↪ࠆࠇ߹↢ࠄ߆↪ଔ୯ߪߣ㑐ଥࠍᜬޕࠎߖ߹ߜ 
   ψ ⽻ᐊଔ୯ߪഭଔ୯ߦ߁ࠃߓߥ߅ߣಽᨆࠍᦅࠆߖࠄ⯯᭴߉ߔ߆ߒߦ

 ޕࠆߡߞ⺋߇ߺ⚵ᨒޕࠎߖ߹
ޔ会␠ޔ߇ߔ߹߈ߢ߽ߣߎߊ߮ߜߺ߇ߡߴߔࠄ߆↪ߩᐊ⽻߁ߣᓧ₪ߩߎ 

ᐲޔ❰⚵ޔᕁᗐޔⴕേߦ⊛⛔♽ࠍߤߥℂ論⊛ߦ⸃ᨆน⢻ޔߦߚࠆߔߦⴕേߤ߇

ߡߒߣޠಽᨆߩߺ⚵ᨒߩ❰⚵ᐲ㧛ޟࠍಽᨆߩ߆ࠆࠇ߹ߎߪߦߺ⚵ᨒߥ߁ࠃߩ

ዷ㐿ޕߔ߹߃߇ࠎ߆ߣߚߒ 
ࠅជߒዋ߁߽ࠍᩮࠆߔߣߥߪߢଔ୯ߡߞߢᚻᲑߩᓧ₪߇ᐊ⽻ߦ೨ߩߘ 

ਅ߁ߢߎߎޕ߁ࠂߒߢࠃ߇߁߶ߚ߅ߡߍជࠅਅߪߣߍଔ୯論⥄りߩ⑳ࠍឭ

໒ߚߒ‛ℂ↪㧩ੱ㑆♖ߩ⸥ㅀᨒ⚵ޟࠆࠇ߆߮ߜߺࠄ߆ߺ↪ଔ୯ࠆߺࠄ߆ޠ

 ޕߔ߹ࠅߥߦߣߎ߁ߣࠆߔ⺑ࠍߣߎ߁ߣ߆ࠆ߃ߺߦ߁ࠃߩߤߣ
ଔ୯ߣ↪ࠆߦࡑࠩࡂߩ⽻ᐊ 
 ↪ଔ୯ߩ‛ߥࠈࠈߪᄌ឵ࠅࠃߦଔ୯߇᭴ᚑࠇߐ‛ℂ㧩論ℂ⊛ߥ↪ߩ

⚿ᨐߡߒߣଔ୯ࠇ߹߁߇‛ℂ↪⥄り߇ଔ୯ߩߎޕߔ߹ߒߣࠆߡߞ߽ࠍὐࠄ߆

ߪߣേ⊛᭴ㅧޕߔ߹ߡߒࠍ᭴ㅧߥ⊛േߊߥߢߌߛࠆߢ⊛ᄙరߪଔ୯߫ࠇߺ

߃ࠅਸ਼ࠍⓨ㑆ߣ㑆ᤨߊߥߪߢߩ߽ߥ⊛㕒ߪଔ୯ޕߔ߹ߡߒߐࠍᄌ឵ࠆࠃߦ↪

 ޕߔ߹߈ߢ߇ߣߎࠆ߃ࠄߣߣߩ߽ߩߘℂ㧩論ℂᄌ឵‛ޔㆊ⒟ߊߡ
ߒ㑐ଥߦ㑆ᤨߢ⊛㕒ߢ⊛ర৻ߪޠଔ୯ߩߢᐊ論⽻ޟߔߥࠍਔᭂߣޠ↪ଔ୯ޟ 

 ޕߔ߹߃ߣࠆߥߦน⢻߇⬿⾂ࠆࠇߐߣᓽ․ߩᐊ⽻ߦ߃ࠁή㑐ଥߦ㑆ᤨޕࠎߖ߹
ࠍ経済ᵴേߡߒߦߣ߽ࠍᄌ឵ࠆࠃߦ↪ℂ㧛論ℂ‛ߪ経済␠会ߩታޔߒ߆ߒ 

ଔߥ⊛ర৻ߟ߽ߩᐊ⽻ࠄ߆ߔߢߩߥߚߚࠅߥߦߒߥᄌ឵ߩߎߡߡߞߥߎ߅

୯ߪታߦ経済ᵴേࠆࠇ߹↢ߢ↪ଔ୯ࠍᱜ⏕ߦࠊࠄޕࠎߖ߹߈ߢ߇ߣߎߔ

 ޕߔ߹ߡߞ߹ߒߡ߅ߦߩ᭴⯯ࠍ႐⿷߈ߴߔ▽᭴ࠍℂ論ߊߥߢߌߛߥߖ
↪ߥ⊛േߢ⊛ᄙరߩታߣ⇇ర⊛ଔ୯৻ࠆߔዻߩᐊ⽻ߣࠆߺߦ߁ࠃߩߎ 

ଔ୯⇇ࠍ‛ߦࡑࠩࡂߩ₪ᓧࠆߔౕޟߩߡߒߣ⽻ᐊߡߡࠇ߆߅ߪޠਔ⠪ߩ

 ޕ߁ࠂߒߢࠆ߃ߣࠆߢޠᐊ⽻ޟ߇ߩ߽ߋߥߟࠍߛ
ߒߣᇦ㗄ߩ⇇↪ߣ⇇ర⊛ଔ୯৻ߣᐊ⽻ߔࠍ⇇ర⊛ଔ୯৻ߢߎߎ 

ᐊ⽻ߥ⊛ర৻߇⇇ታߣ߽ߣ߽ޕߔ߹ߡߒߡߞ߽ߢޠޟࠍޠᐊ⽻ޟߩߡ

৻߽ߡߒߡߞ߽ࠍജߩޠᐊ⽻ޟߩߡߒߣᇦ㗄ޔએߥࠇߐㆶరߦ⇇ଔ୯ߩ

ర⊛ߥଔ୯( 㧝‛㧝ଔ )߇ታߪߣߎࠆࠇߐේℂ⊛ޕߔߢߣߎߥ߃ࠅߦ 
Ꮢ႐ߣ⽻ᐊߩᄌ឵⢻ജ 
 Ꮢ႐߇ಽᬺဳⓨ㑆ᤨߩߢⓨ/論ℂᄌ឵ߺ↢ࠅࠃߦߥ⊛₸⏕ޔࠇߐ会ߩ᭴ㅧ

 ޕߔ߹ࠇࠄ߃߇論⚿ߩ߉ߟ߫ߖᕁࠍቯ߁ߣࠆߣࠍ
 ٨ ⽻ᐊ⇇߇ሽߒ⽻ᐊ⇇ߩଔ୯ߪታ⇇ߩଔ୯ޕࠆߥ⇣ߪߣ 
 ٨ ಽጘဳߩ౹ಽᏓߣ⏕₸⊛会ߩߟߚ߰ߩ᭴ㅧ߇Ꮢ႐ߩၮ␆ࠅߦ 
 ٨ Ꮢ႐ࠄ߆߫ࠇ⽻ᐊߩߟߚ߰ߩߎߪ᭴ㅧߩᇦᚻᲑࠅߢ 
 ٨ ੱ㑆ࠄ߆ߩ‛߫ࠇ₪ᓧᚻᲑߩߡߒߣᓎഀޕߔߚߪࠍ 
 ٨ ⽻ᐊߪᐲ⊛ߥ᭴ㅧߕߚ߽ࠍᧄ᧪Ꮢ႐ᤨ߈ߴߔߚߪ߇ⓨᄌ឵߿⸥ภ論ℂ⊛

 ޕߥࠊߥߎ߅ࠍᄌ឵ߥ
 ٨ ⽻ᐊࠆߡߌ߆ߪᄌ឵↪ࠍᐲߨߛࠁߦᐲߔߒߩᨒߩਛߢᄌ឵⢻ജ

 ޕࠆߔᓧ₪ࠍ
ଔ୯ߣ↪ߩᇦࠆߔࠍ⽻ᐊߟ߽ߩᗧ 
ߣߎࠆߔታ߇㧝‛㧝ଔߜࠊߥߔଔᩰߥ⊛ర৻߇ᐊ⽻߇ߔ߹ࠅߥߦߒࠅ➅ 

ᧄ᧪߁ߣᄙర⊛ଔ୯ߩ↪ℂ㧛ᐲ‛ߣర⊛ଔ୯৻ߩᐊ⽻ޕࠎߖ߹߃ࠅߪ

ὐࠍᜬߥߚ⇇߇Ꮕߥࠢ࠶ࡒ࠽ࠗ࠳߁ߣࠆߔ⁁ᘒߦ経済␠会ޟࠅߪ⽻

ᐊߪޠਔ⠪ࠍߛߩⴕߡߒ᧪߈↪߁ߣታ⇇ߩࠍ߈大ߦଦ進ߡߒ

 ޕߔ߹ࠅߥߦߣߎ߁ߣࠆ
ߩ↪ߣଔ୯ߢޠᐊ⽻ޟ߇ߩࠆߔࠍ߈ࠆߔᓔᓳࠍߛߩ⇇ߩߟߚ߰ߩߎ 



ࠅ߇ޠᐲޟߜࠊߥߔౕߥࠈࠈߊߥߪߢߌߛᐊ⽻ߪߩߟᜬࠅขࠍߛ

ࠎ߆ࠄ߆㑐ଥߩ⇇ߩ↪ߣଔ୯ߩߎࠍࠇߘޕߔ߹ߡߌߔߚࠍ↪ߩޠᐊ⽻ޟ

 (ޕࠎߖ߹ߒࠍߩᐊ⽻ߣએਅ㨬⽻ᐊ㨭)ޕߔߢ㗴⺖ߩએਅ߇ߩ߁ߣ߁ߎߡ߃߇
 ޕࠎߖ߹ࠇ⍮߽߆ࠃ߇߁߶ߚߛߚߡߒ㘧߫ߢߩߔߢࠫࡔࠗߪ߉ߟ 
集ਛߣභ₸ޔ₪ᓧ㧩േຬᤨޕ㑆ߩਸ਼ࠅ߃ 
ࠅ߹߈߇㊂ߩ‛ࠆ߈ߢᓧ₪߇ડᬺࠅࠃߦޠᐊ㊂⽻ߩᐊ㊂㧛␠会ో⽻ߩડᬺޟ 

ᗧߟ߽ߩ( ㊂ߩᐊ⽻ )ᧄ⾗ࠆߔᚲߩડᬺࠆߔߚߦ会ో␠ޔߒ߆ߒޕߔ߹

 ޕߔߢ㊀ⷐࠅࠃߢࠆ߃⠨ࠍ↪ߩᐊ⽻ߪ
 ડᬺࠍ⽷‛ߩߊ߅߅ߌߛࠇߤߦ集ਛߢ߆ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔᛛⴚ㐿⊒߿ᛩ⾗߇

ߪ₸භߩᐊ⽻߫ࠇ߃߇ࠎ߆ࠍߣߎࠆࠇ߹↢߇ࡓ࠭ࡒ࠽ࠗ࠳ߩ経済␠会ࠅ߹߈

ቯ⊛ߦ㊀ⷐߥⷞὐޕߔߢ 
 ⽻ᐊߩᦨ大ߩ․ᓽੱ߿⽷‛ߪ㑆ᤨࠍⓨߡ߃ߎࠍ㧝ὐߦ集ਛߒᣂߺ↢ࠍ‛ߒ

ߔౕ߇ߔߢߩࠆߢ⽻ᐊ⥄りߦࠎߚߪ㊂⊛ഀวߩᜰᮡ(භ₸)ߕ߉ߔ߆ߒߦ

ᄌ឵↪ߕߚ߽ࠍᐲࠍࠇߎ߇น⢻ࠍߣߎࠆߔߦ論ޕߚߒ߹߈ߡߓ 
 ὑᦧߪ⽻ᐊ⥄りߩ⇇ᤨߩߢⓨ⊛ߥᄌ឵ޔߥߎ߅ࠍ㌁ⴕߪታ‛経済ߣ⽻ᐊߩ

㑆ߩᇦᐲߢ⾗㊄࡚ࠪࠆ߁ࠍ࠻⢻ജࠍታޕߔ߹ߒ 
٨ ὑᦧߪ⽻ᐊ⇇( ৻ర⊛ߥଔ୯ߩ⇇ )ᤨࠅ߹ߤߣߦⓨᄌ឵ࠆߔ 
٨ ㌁ⴕߪ⽻ᐊࠍ৻ᐲߩߘߡߟߢ↢↥⇇ߦ⽻ᐊࠍᛩߒ(㧞㊀ㆊ⒟)  
٨ ⽻ᐊ⇇ޟߩߢ⽻ᐊߩޠ集Ⓧ߁ߣᐲߒ┙⏕ࠍ⽻ᐊߣ↪⇇ࠍᇦࠍ

 )ࠔࡈ࠲ࡔޠᐊ⽻ޟߩ᧪ᧄࠆߔ  ౕ  ޕߔ߹ߒ┙⏕ࠍߩߡߒߣ(
⇇ᐊ⽻ࠍ⿷ゲߢ߹ߊߪޠᐊ⽻ޟߩߎߚߒߛߺ߁ࠍᐲ߁ߣ㌁ⴕޔߒ߆ߒ 

ߚ߹ޕࠎߖ߹ߪߢࠎㄟߺ〯ࠍ⿷ߪߦߩ߽ߩߘ⇇( ↢↥ᵴേ )ߩ↪߈߅ߦ

ታ⇇( ↪⇇ )ߩ⾗㊄࡚ࠪ߁ߣ࠻ታ⇇߇⽻ᐊߩଔ୯⇇ߦ㑐ଥࠆߔ

ㇱಽߢߺߩᵴേࠍⴕޕߔ߹ߡߞ 
ߣ㌁ⴕޔ߇ߔߢߩࠆ集ࠍ㊄⾗ߦ߁ࠃߓߥ߅ߣ㌁ⴕߪ␠ᩣᑼ会ࠆߔ┙ᚑߦ߉ߟ 

集߇ޠડᬺኅޟߡߌߦ⊛⋠ቯ․߽߆ߒߩ経済ᵴേ߁ߣ༡ᬺ߿↥↢߇ߜߪ

 ޕߔ߹ߓᛩࠍ㊄⾗ߡߒޠ⾥දޟߦߟ㊄⾗ࠆߔ
٨ ᩣᑼߪ‛ℂ㧩論ℂ↪⇇( ታ⇇ )ߦᩮߜ߽ࠍᩣᑼ߁ߣᨒޟߦ⽻ᐊޠ

ޕࠎߖ߹ߡߞ߽ࠍᩮߪߦ⇇ଔ୯ߩᐊ⽻ࠅߢߩࠆߔᵹ߇ :d  
 :d ⹏論ኅ㘑߫߃ߦᩣᑼޟߪડᬺℂᔨޟ߿ޠ‛ℂ㧩論ℂ⊛ᄌ឵⇇ࠍޠゲߦ

ߦડᬺ߇ᧄኅ⾗ޕߥߚ߽ࠍᱜᒰᕈߪ߃⠨ࠆߔߣޠ‛ᚲߩᧄኅ⾗ޟߒ

ߪߩࠆ߈ߢડᬺ߇ᧄ᧪ߩડᬺℂᔨߦࠆߔ႐วߦߺߩᱜᒰᕈޕߟ߽ࠍᩣ

ᑼߩ㐿ࠅࠃߦᩣਥߪ▚ⴚᐔဋࠇߐડᬺℂᔨߣડᬺኅߩ⁛┙ᕈࠍ㓚ߒ⽻

ᐊߩ৻ర⊛ߥଔ୯⇇ߩࠄ߆ޕࠆߡࠇߐ⸘⸳߁ࠃߔࠄᷫࠍ 
৻⥸ଔ୯ߔߒࠍ⽻ᐊߣḮଔ୯ߔߒࠍ↪ଔ୯ 
 ↪ଔ୯ߣ↪ଔ୯ޕߔ߹߈߅ߡߴߩࠍ߇ߜߩ↪ଔ୯ߪ‛ℂߊߠߣ߽ߦ

ᔨߣ↥↢ߢᶖ⾌( ♖ )ߊߧࠄߟᩭࠅߢ↪ଔ୯ߪᶖ⾌ࠆߔࠎ߆ߦᔨߢຠ

学ߪߡߞߣߦࠬࠢ࡞ࡑ߁ߣ㊀ⷐߥߢᔨߦߒㄟߤࠎߣ߶⸒ߡߒ߹

 ޕࠎߖ
↪ଔ୯ߩḮࠆߥߣ‛ℂ㨯論ℂ↪ߩߢ⸥ㅀᨒੱߣ㑆᭴ㅧේℂ 
ߡߍߺߊߦޠ⊛論ℂޟࠍᕈ․ߩ‛ߪߣ↥↢ߪߩࠆ߈ࠍ᭴ㅧ♖߇↥↢ߩ‛ 

↪߁ߥߦࠍ᭴ㅧࠍࠅޕߔߢࠄ߆ࠆߍ↢↥⥄り߽‛ℂ↪ࠍ論ℂ⊛ߺߊߦ

↪ຠ߽‛ℂߚࠇࠄߍࠅޔ߇ߔ߹ࠅߥߦน⢻ߢߣߎࠆߔታࠍ↪ℂ‛ߍ

ߘߣ↪ℂ‛߇♖ߒ↪߇㑆ੱࠍ↪ℂ‛ߩຠޔࠇࠄߊߟߦ߁ࠃࠆߔታࠍ

߃ߣࠆߡࠍ⼂᭴ㅧߩ♖߇↪ℂ‛ߢߣߎࠆߔ੨ฃߒ⼂ࠍᨐ⚿ߩ

 ޕߔ߹ߡߞߥߦㅀᨒ⸤ࠆߔㅀ⸤ࠍ߈ߩ♖߇↪ℂ‛߫ࠇ߃߆ޕߔ߹
ㅀᨒ⸤ߦหᤨߣࠆߢᩭߊߧࠄߟࠍޠ♖ޟߣޠ↥↢ޟߪ↪ℂ‛ߢᗧߩߎ 

߆ߦ᭴ㅧߩ↥↢߿♖ߪㅀᨒ⸤ߩߎߒ߆ߒޕߔ߹߈ߢ߇ߣߎ߁ߣࠆߡߞߥߦ

߹ࠅߪߢߩ߽ߔߒࠍ᭴ㅧߩり⥄↥↢߿♖ߢᗧ߁ߣߟߚࠅߥߕࠄࠊ߆

ߪߦㅀᣇ⒟ᑼ㨯⸥ㅀ論ℂ⸤ࠆߥߣㅀᨒ⸤ߚߞߘߦ᭴ㅧߩり⥄߈ߩ㨯♖‛ޕࠎߖ

 ޕࠎߖ߹ߡߞߥ
㑆᭴ㅧේℂੱ߇ߩߊዉࠍේℂߩ論ℂ߿ᣇ⒟ᑼࠆߥߣᩭߩᐲޔ⟎ⵝޔ会␠ߩߎ 

 ޕߚߒ߹߹ߒߡߞߥߦߒࠅ➅ޕߔߢߣߎ߁ߣ
 Ꮢ႐ߩߟߚ߰ߩේℂࠆߢߟߣ߭ߩߜ߁ߩ↪ଔ୯ߣ৻⥸ଔ୯ߩ㗴ߤ߽ߦ

 ޕߔ߹ࠅ
ઃ㓐⊛ߥଔ୯ࠆߢ⽻ᐊ 
 ↪ଔ୯߇ේℂ⊛ߥၮᧄࠆߥߣଔ୯ߢ⽻ᐊߔߒ߇ଔ୯ߪઃ㓐⊛ߥଔ୯ߒߢ

 ޕߔ߹߈߅ߡߒ⚂ⷐߒࠅ➅ㇱ৻ࠍ߆߈ߴߔ▽᭴ࠍᐊ論⽻ߢ႐⿷ߥ߁ࠃߩߤޕߚ
 Σ. Ꮢ႐ߩಽጘ㧩論ℂ᭴ㅧ  
   χ ‛ℂ↪⸥ภ論ℂ⊛ߥᄌ឵᭴ㅧߊߠߣ߽ߦ 
 Τ. ‛ℂ↪⸥ภ論ℂ⊛ߥᄌ឵᭴ㅧ 
 Υ. ޟ⽻ᐊߪޠ⽻ᐊ⇇ߣ↪⇇ࠍᇦࠆߔേ⊛ᇦᚻᲑࠆߢ 
 Φ. ޟ⽻ᐊࠍ‛ߪޠ₪ᓧੱ߁ߣࠆߔ㑆ߩ↢ሽࠆࠊ߆߆ߦᚻᲑޕࠆߢ 
Ꮢ႐ߣ⽻ᐊߩᱧผ⊛ዷ㐿ࠄ߆ 
 ٨ Ꮢ႐ࠍᡰ㈩ߪߩࠆߡߒ論ℂᮭജࠍਛᔃߚߒߛߺ߁߇❰⚵ߚߒߣᐲޔߢ 
 ٨ ᐲᤨߔߒ߇ⓨߣ論ℂߩᄌ឵⢻ജࠅࠃߦ⽻ᐊߣᏒ႐ߪ␠会ࠍㆇ༡ߒᄌ㕟

 ޕࠆߡ߃ࠍ⢻ജࠆߔ
⽻ᐊߣᏒ႐ߩ⸥ᨒ 
 ٨ ‛ℂ⊛ᄌ឵߇ᡰ㈩ᤨࠆߔⓨߣ⸥ภ論ℂ߇ᡰ㈩ࠆߔ論ℂⓨ㑆( ‛߿ᐲߩ

 ࠅࠃߦ( ⚵
 ٨ Ꮢ႐߿⽻ᐊࠆ߃ߐߐࠍᐲ߇෩ኒߟ߆ᱜ⏕ߦࠆߔᒻߢ⸥ㅀޕࠆࠇߐ 
ߣ┙⏕ߩㅀᨒ⸤ߊߠߣ߽ߦࠇߘߣේೣߩએਅࠄ߆ᨐ⚿ߩಽᨆߣታߩࠄࠇߎ 

 ޕߔ߹ߺߡߺ⹜ࠍ化࡞࠺ࡕ

 ޕߐߛߊߢࠎ㘧ߢ߹ޠ化࡞࠺ࡕޟߡߒ㘧߫ࠍㅜਛࠄ߆߁ࠂߒߢህ߅߇ߚߞࠊ߹ߡߞ߽ߪᣇߩߤࠎߣ߶

ᐲ␠会ⵝ⟎ੱ㑆♖ࠍ෩ኒߦሽߡߞߘߦ⸥ㅀࠆߔᨒ⚵ߦࠇߘߣߺၮ࡞࠺ࡕߊߠ 
㧜. ߦߓߪ 
ౕ 
 Σ. 論ℂᮭജࠆࠃߦ␠会ߩ❰⚵߿ᄌ឵↪ޔ 
  Τ. Ꮢ႐ߩᄌ឵ജߩᒛߣᐲ化 
ℂ論߽ߪߊߒ⸥ㅀᨒ 
 ( ർᶏ大会 )ߩߢ‛ℂ↪ߣ論ℂ↪ੱߊߠߣ߽ߦ㑆⇇ߩ⸥ㅀᨒޟ‛ℂ㧩♖㧩論ℂޠᨒࠍၮ␆ޔߒߦ 
 ( ർᶏ大会 )ߩᨒੱߦ㑆᭴ㅧේℂࠍዉߡߒᐲ߿ⴕേᒻᑼߩᨒ⚵ߦࠇߘߣߺ߁ၮᧄ⊛ߥ⸥ภ論ℂ㨯ᢙᑼޕߔ߹ߒߒࠍ 
ੱ㑆ሽߩ᭴ㅧ 
ੱ) 㑆ሽੱߪ論⠨ߩߎ  㑆᭴ㅧේℂ) ߦߣ߽ࠍ 
 ᐲੱߣ㑆ⴕേߩ⸥ㅀᨒޕߔ߹ࠅߊߟࠍ 
 ٨ 京都大会ੱޟߪߢ㑆ߩ᭴ㅧޟ߇ߚߒߦޠᏒ႐ᮭߣജ߁ߣᐲߩޠ⸥ㅀᨒߣ᭴ㅧᑼࠍዉޕߔ߹߈ 
ᐲߩ৻⥸ᨒ⚵߇ߺ⸥ㅀߩ߽ࠆߡߒ 
 ੱ㑆᭴ㅧේℂࠄ߆ᐲߩᨒޔࠇ߹߁߇ 
 ᐲߩߎࠍᨒޕߚߒ߹ߒߣࠆߖࠊࠄߢ 
 ޕ߆߁ࠂߒߢߪߣߺ⚵ᨒ⥸৻ߚᰳࠍⴕേߩޘޕߔ߹ߡߒ↪⋦ߦߪⴕേߩ㑆ੱޔߒ߆ߒ ٨ 
 ޕߔ߹᧪߽ߣߎࠆ߃឵⸒ߣߺ⚵ᨒߩౕߪߣߺ⚵ᨒ⥸৻ޕߔ߹ߒ↪ㆇ߇㑆ੱߡߞ߆ߟࠍޠౕߥ⊛ℂ‛ߚ߹ߥ⊛会␠ޟߪᐲ ڏ 
 ޕߔߢታߩ߉ߟߪߩࠆߡߒ␜ߦ⊛Ⓧᭂࠅࠃࠍߩࠆߡߒሽ߇ߺ⚵ᨒߥ⊛⥸৻
 ٨ ᐲߩ᭴ㅧߣ↪ߪ⸥ภ論ℂߣ‛ℂ↪ߢ⸥ㅀޕࠆ߈ߢ 
 ( ർᶏ大会 ) ޕ߁ࠂߒߢᒰὼߪߩߥᐲ߽ห᭽ߢߩޠࠆ߈ߢㅀ⸤ߢߺ⚵ᨒ⥸৻ߚߒߦߣ߽ࠍภ論ℂ⸤ߣ↪㑆♖߽ᯏ᪾߽‛ℂੱޟࠄߥߗߥ 
 ⚂ⷐߩౝኈࠆߔ⺑ߢߦߓߪ
0. ᱧผ 
  Σ 経済ผ 
ࡒࠬޔ߇ߚߒ߹ߒߣᩮḮߩଔ୯ࠍޠജ↥↢ߟ߽ߩὼ⥄ޟߪࡀࠤ     㨯ࠬ࠼ࠞ㨯ߩߎߪࠬࠢ࡞ࡑવ⛔ࠄ߆ㅺ⣕ߒഭଔ୯ߚߞ⺋߁ߣᣇะߦ経済学߮ߜߺࠍ



 ޕߚߒ߹߈
 Τ ␠会学ผ 
ߪࡓࠤ࡞ࡘ࠺ޕߔ߹ࠇࠄߺ߇ㅀ⸤ߩ化学ᔕߪߢಽᬺ論ߒਥᒛࠍޠ会⊛ታ␠ޟߩߡߒߣޠ‛ޟߪࡓࠤ࡞ࡘ࠺ߊ⛯ߦࠇߘߒឭ໒ࠍ会‛ℂ学␠ߪ࠻ࡦࠦ  

ഃ⊒論ࠅࠃߦ␠会学⁛⥄ߩේℂߣ㗔ၞࠍਥᒛ߇ߚߒ߹ߒၮᧄ⊛ߥᘒᐲߪ‛ℂ学ߩવ⛔ࠍฃޕߔ߹ߢ⛮ߌ 
   ␠会学߽⨲ഃᦼߩᆎߩવ⛔ࠄ߆ㅺ⣕ޕߔ߹ߡߞ߹ߒߡߒ 
Σ. ർᶏ大会ߪߢ‛ℂ㧩♖㧩論ℂᒻᑼࠆࠃߦ␠会経済⸥ㅀᨒࠍਈߒߚߦߩߚ߃ 
  京都大会ੱߪߢ㑆ሽߟ߽߇᭴ㅧ㧩ᒻᑼߩ․ᓽޟ߇ᐲ❰⚵ⴕേߩޠᒻᑼࠍዉޕߔ߹ߒ␜ࠍߣߎߊ 
Τ. ੱ㑆᭴ㅧේℂޟߪߢΣ⸥ภ論ℂΤ‛ℂ↪Υ⣖ⓨ㑆Φ‛⾰ࠆࠃߦり/⣖ߩ᭴ᚑΧㆮવߩޠ㧡ߩߟේℂࠍᗐቯޕߔ߹ߡߒ 
Υ. એੱߩ㑆᭴ㅧේℂౕࠄ߆ޕߔ߹߈߮ߜߺࠍ߉ߟߡߒߣ 
 ( ၮḰޔଔ୯ޔᐊҁ឵⽻ ) ޠ ⚵ᨒߩᏒ႐ ޟࠆࠃߦേ⊛⽻ᐊ論 ٧   ޠ ❰⚵ߣ論ℂᮭജ ޟࠆߔ⟎ᦨㆡ㈩ࠍḮ⾗ߣੱ ٧  
ᐲ߿ⴕേࠍᡰ㈩ੱࠆߔ㑆᭴ㅧේℂߩᗧޔౝኈޔቯ⟵ 
ⷐ⚂ 
Σ. ੱ㑆᭴ㅧේℂੱߪߣ㑆ሽ߇ߩ߽ߩߘ⥄ὼ㨯␠会㨯⚵❱㨯ᕁᗐ㨯ⴕേߩ᭴ㅧޕߔ߹ࠍߣߎࠆ߈ࠍ(ੱ 㑆ሽߩ᭴ㅧЈ࡞࠺ࡕ) 
Τ. ർᶏ大会ޟߩߢ‛ℂ㧩♖㧩論ℂࠆࠃߦ⸥ㅀᨒ⚵ߦޠߺ 
  ੱ㑆᭴ㅧේℂࠆࠃߦ㒢߃ࠊߊࠍ 
 ޕߔ߹ߡߺ⹜ࠍߣߎࠆߔㅀ⸤ߡߒߣᒻᑼ⥸৻ߚ߹ߦ⊛ౕࠍޠౕߩ会⸥ㅀ␠ޟߩߤߥޠᕁᗐޔⴕേޔ❰⚵ޔᐲޟ  
  ෩ኒߥ␠会経済ߩ⸥ㅀߪ‛ℂߣ論ℂߩ㧞㊀ߩ᭴ㅧ(ർᶏ大会)ࠅࠃߦน⢻ޔ߇ߔ߹ࠅߥߦ 
 ޕࠎߖ߹ߡߞ߽ߪ会⑼学␠ࠍㅀᑼ⸤ߥ߁ࠃߩߎ   
   ർᶏ大会ߩ⸥ㅀᨒੱߦ㑆᭴ㅧේℂࠄ߆㒢߃ࠊߊࠍ 
   ᐲ߿ⴕേߩᒻᘒౕࠍ⊛ߔߒߦ৻⥸ᨒ⚵ࠍߺዉޕߔ߹߈ 
Υ. Ј  第ΣᲑ㓏ޟ␠会⊛ၮ␆ⓨ㑆ޠ(ർᶏ大会)   
 Ј  第ΤᲑ㓏ੱޟ㑆᭴ㅧේℂߦၮߊߠ”ᐲߣⴕേߩ⸥ㅀᨒߣ論ℂ㧩ᢙ学ᑼ”ޠ( 京都大会 )   
 Ј  第ΥᲑ㓏ޟ᭴ㅧᑼޠࡦ࡚ࠪࡘࡒࠪߊߠߣ߽ߦ   
 ޕߔߢ第ੑᲑ㓏ߪ京都大会ࠅߢ  
Φ. 京都大会ߪߢᐲੱ߿㑆ⴕേߩ᭴ㅧߚߒߦߣ߽ࠍ論ℂ㧩ᢙ学᭴ㅧᑼߢ߹ߦ〯ߺㄟߺᐲߩ⸥ㅀᨒࠍ⺑ޕߔ߹ߒ 
Χ. ౕޟߡߒߣ論ℂᮭജߩᒻᑼޟߣޠ⽻ᐊߣᏒ႐ߩᒻᑼࠍޠᢥ論࡞࠺ࡕߦߣ߽ࠍ化ޕߔ߹ߒ 
 ޕ߁ࠂߒߢߔߒࠍലᕈߩޠ⚵ᨒߊߠߣ߽ߦ㑆᭴ㅧේℂੱޟߣޠℂ㧩♖㧩論ℂ⸥ㅀᨒ‛ޟߪߩࠄࠇߎ   
 京都大会ߩ論⠨ߪർᶏ大会ߩᯏ᪾ߣ♖ߊ⽾ࠍ‛ℂ㧩論ℂ↪ߩ৻⥸ᨒࠍၮ␆ߩߘߢߩߔ߹ߡߒߦ⚿論ߢߎߎࠍㅀޕߔ߹߈߅ߡߴ 

:d ർᶏ大会ੱޟߩߢ㑆ߣᯏ᪾ⵝ⟎ߊߧࠄߟࠍ‛ℂ↪ޠ 
Σ. ᯏ᪾ⵝ⟎ߪ‛ℂ↪ߊߠߣ߽ߦၮᧄ᭴ㅧᑼߢ⸥ㅀ߅ߥ  ޕࠆࠇߐⵝ⟎ߪΣ‛ℂ化学ᔕޔΤᤨⓨᄌ (឵⒖േ)ޔΥ㔚⏛  ɐ (ҁᖱႎ)) ߦ大ޕߔ߹߈ߢ 
Τ. ੱ㑆ߩ♖ߩߎߪⵝ⟎ߩ(ᤨ ⓨ)ᄌ឵ߩ↪ࠅࠃߦ⸥ㅀޕࠆࠇߐ 
 ޕࠄ߆ߛߩࠆߺࠄ߆ᄌ឵⚿ᨐߩߘ߮ࠃ߅↪ℂ‛ࠍ᭴ᚑߩ‛߿ⓨᤨߪ♖ࠄߥߗߥ  
Υ. ޔߡߒߘᯏ᪾ޔⵝ⟎ߪߡ߭ޔ⥄ὼߪ‛ℂ⊛ߥ㧣ߩߟᰴరߣ㧟ߩഥᰴర(᥉ㅢߪഥᰴరߪ㧞)ޕࠆߡ߈ߢࠄ߆ 
Φ. ⵝ⟎ߪ⸥ภ論ℂߢ᭴ᚑࠇߐ‛ℂ↪ߪ⸥ภ論ℂ߈ߠߣ߽ߦ㈩ޕࠆࠇߐ 
Χ. ർᶏ大会ߩᥧ㤩ߩ೨ឭ  
 ੱ㑆ߪ 
 Σ. ‛ℂ化学ᔕߊߠߣ߽ߦりߜ߽ࠍ 
 Τ. ᤨⓨᄌ឵ࠍน⢻ࠆߔߦᚻ⿷⒖ߢേߒ 
 Υ. 㔚⏛ᵄ߿㖸ᵄࠅࠃߦⓨ㑆ޔᕁᗐߩ᭴࿑(ҁᖱႎ))ޕߔ߹ߡ߃ࠍ 
 Φ. .ᯏ᪾㨯化学ᔕⵝ⟎㨯ᝄേⵝ⟎(ᖱႎᯏ᪾)ੱߩߎߪ㑆ߩᒛޕߔߢ 
京都大会ੱߩߢ㑆᭴ㅧේℂߩⷐ⚂ 
 ੱ㑆᭴ㅧේℂߪ㧢ߩߟሽᒻᑼޕߔ߹ࠅߥࠄ߆ 
Σ. ੱ㑆᭴ㅧේℂ(京都大会)ߊ߮ߜߺࠍ೨ឭࠆߥߣၮ␆⺑ 
  ‛ℂ㧩論ℂⓨ㑆(ർᶏ大会ߩ⸥ㅀᨒ)ޕߔ߹ࠅ߇  
Τ. ੱ㑆᭴ㅧේℂ 
 Σ. ੱ㑆ߪ論ℂ⊛ߥ᭴ㅧޕࠆߣࠍ 
 Τ. ‛ℂ⊛ߥᄌ឵↪ੱࠍ㑆ޕࠆߔߪ 
 Υ. ᄌ឵↪ᤨߊߠߣ߽ߦⓨ㗔ၞߪੱߦሽޕࠆߔ 
 Φ. ⣖ߩⓨ㑆ߢኻ⽎ౣࠍ᭴ᚑޕࠆߔ 
 Χ. ੱ㑆ߪ化学ᔕߦ․ᓽઃࠆࠇࠄߌ‛⾰(ಽሶ)ߡߡ߈ߢࠄ߆㚟േജޕࠆߢࠡ࡞ࡀࠛߪ 
 Ψ. ᤨⓨ⊛ߥ㒢ߚࠇࠄ㗔ၞࠍਸ਼ࠅੱߩ߆߶ߪߩࠆ߃㑆ሽޟ߁ߣⅣႺࠅߢޠㆮવᤨޟ߁ߣ㑆ࠍࠆ߃ⵝ⟎ޕࠆߢޠ 
 એߩ⺑(ቯ⟵)߇ലߥ߁ࠃߩߎޔߊ߆߽ߣߪ߆߁ߤ߆㒢ߩరੱߚࠇ߆߅ߦ㑆߇ࠅ߿❰⚵ߔᐲߩࠅߥࠇߘߪ․ᓽࠍޕߔߢߕߪࠆߥߦ߁ࠃࠆ߃ 
 ޕߔ߹ߺߡߒ࠴࠶ࠤࠬߣߞߑ߆ࠆߌዉࠍߩ߽ߥ߁ࠃߩߤ 
ᣇᴺోߣߩㅢߒ 
⺖㗴 
 Σ. ሽߦߩ߽ߩߘහߚߒᚻᲑࠍតࠆ 
 Τ. ⋥ⷰࠆߡߞߦ 
 Υ. ℂ⊛ᣇᴺࠆߣࠍ( ᣇᴺࠅࠃߦ᭴࿑ࠅߊߟࠍᚻ㗅ߦᓥߪ߃ኻ⽎ࠍ⸥ࠆ߈ߢ) 
 Φ. ᢙ学ߣ⸥ภ論ℂࠍၮ␆ߡߒߦ‛ℂ↪ߩၮᧄᑼੱߣ㑆᭴ㅧේℂߊߠߣ߽ߦၮᧄᑼࠍᒻᚑޕࠆߔ 
ቯ⟵ޔᨒ⚵ౕޔߺࠄ߆࡞࠺ࡕޔ論⠨ࠍ⺑ࠆߔ 



 ⸥ㅀߪ▎᧦ᦠޔߒߣ߈ቯ⟵ޔᨒ⚵ౕޔߺࠄ߆࡞࠺ࡕޔ論⠨ࠍ᭴ᚑޕߔ߹ߒ 
ㅢߒ 
 学⺑ผߪ◲නߦㅀࠍࠇߘߢߩߚߒ߹ߴෳ⠨ޕߐߛߊߡߒߦർᶏ大会ߩߢ学⺑ผ߽ෳ⠨ޕߐߛߊߡߒߦ 
 ᐲ⟲ߣⵝ⟎⟲߮ࠃ߅↢ᘒ学⊛ⅣႺߡߟߦⷐὐࠍㅀޕߔ߹߈߅ߡߴ 
 Σ. ⅣႺ   
   ‛ℂ⊛ߥᄌ឵↪ࠅࠃߦⅣႺࠇߐ᷹⸘ߪޕࠆࠇߐ    ( ߩߎኻᔕߪ♖ߣ‛ℂ↪ߩኻᔕ㑐ଥޕߔߢߓߥ߅ߣ ) 
 Τ. ᐲ 
   㧝. ‛ℂ㧩↪ߣ logic㧩♖ࠄ߆ߟߚ߰ߩᐲߪ᭴ᚑࠇߐ論ℂ⊛⌀୯߇ᐲߩ↪ࠍࠆߔၮᧄ⊛ߥᩭޕࠆߥߣ 
   㧞. ᐲߩ↪ߩੱߪⴕേ߇ᜂޕࠆߡߞ 
 ޕߔߢߓߥ߅ߣ㑐ଥߩ⟎ⵝߣ↪ℂ‛ߤ߁ࠂߜߪ㑐ଥߩᐲߣⴕേߩੱ    
 ➙ߩߦߓߪ
 ޕ߁ࠂߒߢߥߪੱࠆߔ⸂⺋ߣࡦ࡚ࠪࡘࡒࠪߚߒߦߣ߽ࠍⴕേቯࠍᧄ論⠨ߢߩߔ߹ߜߚߦ႐┙ߥ߁ࠃߩߎ 
  ੱ㑆᭴ㅧේℂߊߠߣ߽ߦ⸥ㅀᨒ⚵ࠍߺ 
 ޕࠎߖ߹ࠇߒ߽߆ࠆ߈ߢ߇ߣߎ߁ߣ ( ቬᢎޔ༡ᬺޔⴕേޔ❰⚵ޔᐲޔ会␠ )ޠߺ⚵ㅀᨒ⸤ߩౕޟ  

㧝. ోߩ᭴ㅧ 
 ᐲੱߣ㑆ⴕേࠍਛᔃߦ⺑ޕߔ߹ߒ 
 ⸥ภ論ℂߊ߰ࠍᢙ୯⸘▚ࠍน⢻ࠆߔߦᐲੱߣ㑆ⴕേߩ⸥ㅀᨒ⚵ࠍߺ⺑ޕߔ߹ߒ 
ᐲߩ⸥ㅀᨒ 
 ᐲߩ߉ߟߪߡߟߦ㧣ߩߟᔨޕߔ߹ࠅߥߦࠠ߇ 
 Σ. ⸥ภ論ℂࠆߌ߅ߦ⌀୯߇ᐲ㨯ⴕേ㨯♖㨯ᕁᗐߩᩭޕࠆߡߒߒࠍ 
   ( ᐲߩᒻᑼߪ論ℂᑼߖࠊࠄߡߒߣᐲࠍേੱߔ߆㑆ߩᕁ⠨߽論ℂᑼߩߎ    ޕࠆߥߣ論ℂᑼ߇ߩࠆߡߒ␜ࠍ⇣⌀ߩ⌀୯ޕࠆߢ ) 
 Τ. ↪㕙 ( ᐲߩ߆ߟߊߪ↪ࠆࠇࠊߥߎ߅ߩ論ℂ↪ޔ‛ℂ↪ߩਔᣇࠆߥࠄ߆↪㕙ߟ߽ࠍ ) 
 ޕߔ߹ࠇߐㅀ⸤ߪ㑆ੱ߿ᐲࠄ߆論ℂߣℂ‛߈ߢߪ㑆ੱ߿ᐲࠄ߆↪ภ論ℂ⸤ߣ↪ℂ‛ߦࠆߔ߁ࠃ     
 ޕߔ߹ߴㅀߡߟߦⅣႺߔߥࠍኻߣ↪ߦ߉ߟ 
ⅣႺߪ↪ࠇࠄ᷹ߢ↪ߩലᕈߪⅣႺޕߔ߹ࠅ߹߈ࠅࠃߦ 
 Υ. ḮⴕേߣⅣႺ ( ⅣႺࠅࠃߦⴕേߩലᕈ߅ߥޕࠆ߹߈߇ⅣႺߪ論ℂ↪ߣ‛ℂ↪ߢᒻᚑߡߡࠇߐ論ℂ↪ߣ‛ℂ↪ࠇߐ᷹⸘ߢޕࠆ߈ߢ ) 
    ΦޔΧߢቯ⟵ࠆߔⅣႺߪߦ⥄ὼޔᯏ᪾ⵝ⟎ޔᐲޔੱޔᕁᗐ߇߹ޕߔ߹ߡࠇ 
 Φ. ⅣႺߣ‛ℂ↪ ( ⅣႺޟߪ‛ℂޠ↪ߢޕࠆࠇߐ♖߽ߤ߃ߣ‛ℂ↪ߢޕࠆࠇߐ) 
 Χ. ⅣႺߣ論ℂ↪ ( ⅣႺޟ߇論ℂޠ↪ߢޕࠆࠇߐᯏ᪾߽ߤ߃ߣ論ℂ↪ߢޕࠆࠇߐ) 
    ΨޔΩߩߟߚ߰ߩᐲߩੱߪ㑆␠会ߩ㧞大ᐲࠅߢේℂޕߔ߹߃ߣࠆߢ 
 Ψ. logicߣᱞߣᄌ᭽ᑼ 
 Ω. ↢ሽ߁ߥ߽ߣߦ₪ᓧߩᚻᲑߩߡߒߣ⽻ᐊߣᏒ႐ߩᐲ化 
ᐲߩ⸥ㅀᨒߩ⚛᧚ 㨪 ⚵❱ߩᢙ学⸥ภ論ℂ学⊛ߥ⸥ㅀ 㨪 
 ℂ論߁߆ߟߦ⚛᧚ߩⷐ⚛ࠍ▎᧦ᦠߡߒߦ߈ߒቯ⟵ߩߎ߇ߔ߹߈ߡߒ▎ᚲߪ㘧߫ߣߤߡࠫࡔࠗ߆ߔ⠨ޕߐߛߊߡ߃ 
Σ. ᐲߩ⌀୯ 
  ᐲ⥄り߇ᗧᕁ߿ⷐ᳞߿論ℂࠍㅢߔㅢ〝ޔ論ℂ回〝ߡߒߣ⸥ภ論ℂߩᒻᑼߢ␜ޕߔ߹߈ߢ 
  ⥄ὼⅣႺߩੱ߿ⴕേᒻᑼࠄ߆น⢻ߥᐲߩᒻᑼ߇㒢ቯߩࠄࠇߎࠇߐน⢻ߺ⚵ߥว߇ߖࠊ論ℂ⊛ߦน⢻ߥ⌀୯ߡߒߣቯ⟵ޕߔ߹߈ߢ 
  ੱ㑆ߩ♖ߩᩮḮߩ⌀ࠆߦ⠨߽߃⸥ภ論ℂߩ⌀୯ߡߒߣቯ⟵ޕߔ߹߈ߢ 
 ߡߡߞߥߣᒻᑼߩᐲ߇ࠅ߹ߟߩ論ℂ⊛⌀୯ߩ㧟ࠄࠇߎ ٨ 
  㧟ߩ⌀୯ߣ⌀୯ࠆ߃ߐߐࠍᢙᑼ߿論ℂᑼ߇ᐲߩ⸥ㅀᨒޕߔ߹ߡߞߥߣ 
 ޕߔ߹߃ߣࠆߢᐲ化ߩᏒ႐ࠅߢ論ℂᮭജ化ߩജᮭ☴⚐ࠅߢࡑࠬ㐿ნࠞࠆߥߦరߩᱧผዷ㐿ߩ日ᧄᢥ߿ࡓ第ਃ⠪ࠥߚߒ⺑ߢ論ℂᮭജ߫߃ߣߚ  
  ᐲ߇⸥ภ論ℂࠄ߆ߔߢߩࠆࠇߐࠊࠄߢ⸥ภ論ℂᑼߩ⌀୯߇ᐲࠍߪߣߎߔᒰὼޕߔߢ 
  㗴ߪ論ℂᑼ߭ߪߡ⌀୯ߦ߁ࠃߩߤ߇᭴ᚑ߁ߣ߆ࠆࠇߐὐޕߔ߹ࠅߦ 
Τ. ੱ㑆᭴ㅧේℂߩቯ⟵Σ ᢙ学⊛ߥ㕙 

 ޕߔߢਥ㗴ߩᧄⓂߢ᭴ㅧߩ㑆ሽੱ߇ߩࠆ߃ߚࠍේℂࠆߔ᭴ㅧ化ࠍ ( ࠆߌߠฬߣЈ‛ℂ論ℂⓨ㑆 )ޠℂ↪㧩論ℂ↪ⓨ㑆‛ޟ
  ‛ℂ論ℂⓨ㑆ߩ᭴ㅧੱ߇ߩࠆ߃ߚࠍ㑆᭴ㅧේℂࠄ߆ߔߢ 
 ޕߔ߹߈ߢ⟵ቯࠍ㑆᭴ㅧේℂੱߦ߁ࠃߩ߉ߟ  
٨ ੱ㑆᭴ㅧේℂߪߣ‛ℂ論ℂⓨ㑆ߩಾᢿේℂࠍਈޕߔߢߩ߽ࠆ߃ 
  ಾᢿߩ᭴ㅧߪ⸥ภ論ℂߩ⌀୯ޕߔ߹ߡߞߥߣ 
ᮭ߿Ꮢ႐ࠄ߆ⷞὐߥ߁ࠃߩߎ߇ߔ߹߃ߣࠆߢห⺆ᓳߡߡߞ⸒ࠍߣߎ߁ߣࠆߡߒⷙቯࠍ᭴ㅧߩᐲ߇㑆ሽੱߦࠆߔⷐߪ⟵ቯߚߞࠊ߹ߡߞ߽ߩߎ 

ജߩ᭴ㅧࠍℂ論化ߚߒὐߢᣂޕ߁ࠂߒߢߩࠆ߇ࠈߎߣߒ 
Υ. ⌀୯ 
 ٨ ౕࠆߥࠄ߆ᐲ⊛⌀ޔ‛ℂ↪⊛⌀ޔᔃℂ⊛⌀ޔ‛ℂⷐ⚛⊛⌀ޔ論ℂ⊛⌀ߩࠄࠇߎࠅ߇✚วߡߒߣᐲ߿ᢥߩ⌀୯߇ሽޕߔ߹ߡߒ 
     ⌀୯ߪߦẜ⊛ߥน⢻ᕈߣߩ߽ߔߒࠍน⢻ᕈౕ߇化ߡߒ෩ኒߥᒻᑼࠆߥߣ⌀୯ޕߔ߹ࠅ߇ߟߚ߰ߩ 
  ⽻ᐊࠍᇦࠆߔߣᏒ႐ߩᄌ឵↪߇ᒛߊߡࠇߐ⁁ᘒᮭޔ߿ജߩ論ℂ化߇進ⴕࠆߔ日ᧄᢥޔ第ਃ⠪ࠥࠆࠇࠄߺߦࡓⵍኂ⠪ᮭߩߩᱜᒰ化ߔߒࠍ߇

 ޕߔ߹߈ߢ߇ߣߎࠆ߃߇ࠎ߆ߣㆊ⒟ࠆߔ㗼化߇୯⌀ߥ⊛ẜߚ߹ޔࠅߢታߩ୯⌀ߩࠄࠇߎ
 ‛ℂ߿論ℂߩ↪㕙ߥࠈࠈߪߣ↪㕙ߢ߆ߥߩലߣߩ߽ࠆߢቯ⟵ߢߩࠆ߈ߢലᕈ߽⌀୯ߩᩮޕߔ߹ࠅߥߦ 
Φ. ⅣႺ 
 ٨ ⅣႺߪߦ⥄ὼⅣႺੱߣ㑆ߩࠅߔⅣႺࠅ߇ⅣႺߢ‛ℂ⊛߹ߚ論ℂ⊛↪ߩലᕈޕߔ߹ࠅ߹߈߇ 
   ⅣႺߪߣⅣႺߦࠆߌ߆߈ᚻᲑޟ߇ലࠆߢ⒟ᐲࠆ߈ࠍޠ᭴ㅧޔߦ߽ߣߣࠆߢㅒߦᚻᲑ ( ߩലᕈ ) ࠆࠇߐ᷹⸘ࠅࠃߦኻ⽎ޕߔ߹ࠅ߽ߢ 



 ␠会⊛ߥⅣႺߪߡߒߣ第ਃ⠪ࠥߦࡓੱߥࠈࠈࠆࠇࠄ㑆ߩ⾥หޔᗧᔒ߇ⵙ್ߦᓇ㗀ࠆߔޕߔ߹ࠅ߇ 
Χ. ᨒᒻᑼ 
 ੱ㑆᭴ㅧේℂࠄ߆‛ℂ㧩♖㧩論ℂᨒ߇㒢ቯࠇߐᐲߩᒻᑼޕߔ߹ࠅ߹߈߇ 
 ޕߔ߹ࠇࠄߊߟ߇ᨒߥ⊛会␠ߊ߰ࠍᐲࠄ߆㑆᭴ㅧේℂੱߩߎ  
 ٨ ᨒߥ߽߅ߩ᭴ᚑⷐ⚛ࠍޕߔ߹ߒ 
 Σ. ‛⾰   Ј ⚛᧚ੱ߇㑆ߡߞߣߦലߩߘߢ߆߁ߤ߆⚛᧚ߚ߹ޔ߆߁ߤ߆ࠆ↪ࠍ⚛᧚ߦኻࠆߔ⼂ޕߔ߹ࠅࠊ߆߇ 
 Τ. ↪  Ј ↪ߪ♖ᐲⵝ⟎⥄ὼⅣႺࠆߔ᷹⸘ࠍᒻᑼࠍࠄࠇߎࠅߢ᭴ㅧ化ࠆߔḮᴰޕߔߢ 

  Υ. ⣖        Ј ⣖ߩ⍮ⓨ㑆ߣ㔀㖸↢߇ᕁ⠨ߪ論ℂᒻᑼߩߎޕߔ߹ࠅߣࠍ論ℂᒻᑼ߇⼂ߣⴕേࠍⷙቯޕߔ߹ߒ :d  
 Φ. ⸥ภ論ℂ Ј ⣖ߪ⸥ภ論ℂᒻᑼߢ⸥ㅀࠆ߈ߢ㕙ޔߜ߽ࠍ⸥ภ論ℂᒻᑼࠅࠃߦⵝ⟎㨯ᐲ㨯ⴕേ߇ᒻᚑޕߔ߹ࠇߐ 
 Χ. ㆮવ  Ј ኅᣖߣᕈᗲߩᒻᑼࠍⷙቯޕߔ߹ߒ 
 Ψ. ⅣႺߩߡߒߣ  ੱ Ј วᗧߩᒻᑼࠍⷙቯޕߔ߹ߒวᗧߩᒻᑼߪߣᱞജߦࠍੱߦ߁ࠃࠆࠇࠄᲕ߽ߣߎߔ߹ޕߔ߹ࠇ 
 :d 論ℂߩၮ␆߇ 
   ٨ ⶄ㔀ᭂ߹٨   ߊߥࠅ ή㒢ߩ᭴ㅧߦߡߴߔ ٨   ߜ߽ࠍ㑐ଥࠍᜬ٨   ߜ ోߦ㑐ଥߚ߹ߒቅ┙ߒ 
   ٨ ή㒢ߩ㓏ጀߩߣ㓏ጀߩਅ㒠٨    ߥ߽ߣࠍ ㅪ⛯ࠆߡߒ 
 ޕߔ߹ߒ┙ᚑ߇ภ論ℂ⸤ߚߒߣ␆ၮࠍ⚛ⷐߚࠇߐߛࠅ߈ޔࠄ߆ߔߢߩߔࠅಾߡߒߣ⚛ⷐࠍታߥⶄ㔀ߦή㒢߁ߣ 
 ޕࠎߖ߹ࠅߪߢߩ߽ࠆࠇ߈ߒㅀ⸤ߢⓨ㑆߽⸥ภ論ℂߩ⣖ߚߩߘࠅ߇ὐߥࠇኈ⋦ߪภ論ℂ⸤ߚߒߣ␆ၮࠍ⚛ⷐߣⶄ㔀ᕈߩή㒢ࠎࠈߜ߽ ٨ 
 ‛ℂ↪ߣ⸥ภ論ℂࠄ߆ᯏ᪾ⵝ⟎߇ࠇࠄേߒേࠆࠇࠄ߃ࠄ߆⁁ᘒ߇♖ߩ᭴ㅧ߽ࠍⷙቯߪߣߎࠆߔർᶏ大会ߩߢᥧ㤩ߩ೨ឭޕߚߒߢ 
 ⵝ⟎ߣਗ߱␠会ߩߟߣ߭߁߽ߩᩇࠆߢᐲߡߟߦ⺑ޕߔ߹ߒ 
Ψ. ᐲߩߡߟߦၮ␆ᨒౣߩ⏕ 
 ٨ ᐲޟߪᄌ឵↪߁ߥߎ߅ࠍⵝ⟎߫ࠇ߃߇ࠎ߆߁ߎޕߔ߹߃ߣޠ‛ℂ↪ߪᐲࠍ⸥ㅀࠆߔᓎഀޕߔ߹ߜ߽ࠍ 
 ޕߔ߹ࠅߥߦㅀᨒ⸤ߩᐲࠇߐ᭴ᚑ߇ᐲߢภ論ℂ⸤ߚ߹ ٨ 
Ω. ᐲߩ↪ࠍࠆߔⴕേ 
 ٨ ᐲߩ↪ߩၮᧄੱߪ㑆ⴕേޕߔߢ 
 ᯏ᪾ⵝ⟎ࠍേߒ߆ᄌ឵ࠆߔ‛ℂ↪ߦኻᔕࠆߔᐲߩ↪ੱߪ㑆ⴕേࠄߥߗߥޕߔߢᐲߩࠍ߈ㆀⴕੱߪߩࠆߔ㑆ޕߔߢ 
 ٨ ቯ⟵ߥࠈࠈߚ߈ߡߒⷐ⚛ੱߪ㑆ⴕേࠍㅢੱߚ߹ߡߒ㑆ⴕേࠍⷙቯࠆߔᨒޕߔ߹߈ࠄߚߪߡߒߣ 
     ⴕേߪᨒ⚵߱ࠄߥߣߺᦨ㊀ⷐߥᔨࠅߢᏒ႐ߩߢ₪ᓧⴕേߊߒࠊߊߡߒߣ⺑ޕߔߢࠅ߅ߣߚߒ 

㧞. ↪ߩᨒ⚵ࡓࡈߣߺᰴర   ( ࡓࡈᰴరߪ⸽ޕࠎߖ߹ߡ߈ߢ) 
 ᧄⓂ(京都大会)ߪ⊛⋠ߩᐲߣ↪ߩᨒ⚵ޕߔߢߣߎࠆߊߟࠍߺᨒ⚵ࠍߺಽᨆߣߊߡߒ↪ߩ⸥ㅀᨒࡓࡈߩߡߒߣᰴరߣฬߚߌߠၮᧄ⊛ߥⷐ⚛ߚ߈ߦ

 ޕ߁ࠂߒ߹߈ߡߒ⟵ቯࠍࠄࠇߎޕߔ߹ࠅ
ၮ ޟࠆ߽ߢޠߺ⚵ᒻᑼᨒߩ会᭴ㅧ␠ޟߪߩߥ㊀ⷐߦ߁ߣࠎ߶ޔࠇ߆߮ߜߺࠄ߆ޠ ( ᢙᑼߣ論ℂᑼ )ၮᧄᑼ ޟࠆ߽ߢޠߺ⚵ᒻᑼᨒߩ会᭴ㅧ␠ޟߪᰴరࡓࡈ 
ᧄᑼ( 論ℂᑼߣᢙᑼ ) ߩ߉ߟߢޠ⚿論߇ዉߩߎޕߔ߹ࠇ߆⚿論ߦዉߊ⠨ኤߪᄙጘޕߔ߹ࠅߚࠊߦ 
 ٨ ␠会ߪዋᢙࡓࡈޟߩᰴరࡓࡈߡߡ߈ߢࠄ߆ޠᰴరߩߡߴߔߦߊ߾߉ࠄ߆㑐ଥᑼ߇⸥ㅀޕࠆࠇߐ 
ᐲߩ⸥ㅀᨒ⚵ߩߺㅢߒ 
 ᐲߩ⸥ㅀᨒ⚵ߩߺⷐ⚛ߪ⸥ภ論ℂޔ♖ߣ‛ℂߩ↪ޕߔ߹ࠅߥࠄ߆ 
 ⌀୯  論ℂޔ‛ℂ↪ޔ♖↪ߩ㧟ߩߟⷐ⚛ࠆߥࠄ߆ 
 ᒻᑼᨒ࠲࡞ࠖࡈߣ 論ℂޔ♖ߣ‛ℂ↪ࠄ߆᧪ޕࠆߡ 
 ǛޔON-OFF 論ℂߩᒻᑼ߽ߪߊߒⷐ⚛ 
 ធ⛯ಾᦧ  論ℂߩࠬࡄߩಾᦧޔᗧߩബޔ  論ℂޔ‛ℂޔ♖ߩਃ㊀᭴ㅧߓߥ߅ߣઁߪߩࠆߢ 
 ₪ᓧⴕേ  ⴕേ 
㧛ኈࠬࡠࡊ   ེ ᗧߩᔕ࠲࡞ࠖࡈޔ㓚ოޔ‛ℂߣ論ℂߣ♖ߩ↪ࠆߎ߅ߡߒߣ 
 ㈩⟎ߣャㅍ  論ℂޔࠬࡄౕߩ集Ⓧߣ㈩⟎ߩߡߒߣⵝ⟎ߪߦᐲ߽ޕࠆ 
 ᄌ  ឵  論ℂ⚵ޔ߃឵ߺⷞὐޔ↪㕙ޔゲࠅ߇ⵝ⟎߽ߦᐲߩߎ߽ߦ᭴ㅧޕࠆ߇ 
 ↪㕙  ബⷐ⚛ߩ⋧↪ߩቯ  ဳ
 ⏕₸ቯ⟵  ബ⏕₸ޔബߩߩ߽ߚߒਛࠍㅢߩ‛ࠆㅢㆊ⏕₸ޔ会ޔ₸⏕ᔕ⏕₸ޔ↪⏕₸ߩߘޔࠅ߇ၮᧄᑼޕߔߒࠍ 
 ⸥ภ論ℂ  ‛ℂ↪߱ࠄߥߣၮᧄⷐ⚛   
 ޕߚߒ߹ߒ⟜ߦฝࠍ⚛᭴ᚑⷐߩߘޔ߈ᦠߦᏀࠍ⽎ኻࠆࠇߐ⟵ቯ߇߁ࠂߒߢ߈ߴߔㅀ⸤ߦ෩ኒߪ߁ߣࠎ߶ 
 ᰴరࡓࡈߣ㑐ଥᑼߩᰴరࡓࡈ
ߪㅀᨒ⸤ߊ߮ߜߺࠍᰴరࡓࡈ ٨  logicⓨ㑆߁ߥ߽ߣߦࠇߘޔ⌀୯ߡߒߘޔ↪ⓨ㑆ޕߔ߹ߡ߈ߢࠄ߆ 
 ޕߔ߹ߡߞ߽ࠍਅㇱ᭴ㅧߥ߁ࠃࠆߴㅀߦ߉ߟߦࠄߐߪࠄࠇߎ ٨ 
 ޕߔ߹ߡࠍ㑐ଥߥ⊛ၮᧄ߇㑆᭴ㅧੱߪㅀᨒ⸤ߊ߮ߜߺࠍᰴరࡓࡈ ٨ ޔߒ߆ߒ
 ޕߔ߹ࠅߥߣᑼࠆߔㅀ⸤ࠍ᭴ㅧߩታ߇᭴ㅧ₸⏕ࠆࠇߐⷙቯߦ㑐ଥ⋦ߣബߩ⚛ⷐࠆߔ᭴ᚑࠍ᭴ㅧߡߒߘ ٨ 
   Ј ߩߎബߣ⏕₸᭴ㅧߪᓟߢၮᧄ᭴ㅧޕߔ߹ߒߒࠍ 
 ޕߔߢࠅ߅ߣߩ߉ߟߪ⚛ၮᧄⷐߩࠄࠇߎ 
ၮᧄⷐ⚛ 
 Logicⓨ㑆  Ј Logicⓨ㑆ޟߪⓍⓨ㑆ࠆߥߣⓨ㑆ߣⓍⷐ⚛ߩ↪ࠍޠၮᧄⷐ⚛ޕߔ߹ߡߒߣ 
 ⌀୯  Ј ⌀୯ߺ↢ࠍߔ᭴ᚑᑼޟߪౕⷐ⚛ߩബߔߛࠅߊߟ߇ಾᢿ㕙ߩ᭴ᚑߡߒߣޠቯ⟵ޕߔ߹߈ߢ 
 ↪ⓨ㑆  Ј ᨒ⚵ࠆ߈߇ߺ↪ߩ⋧ㅪേߔߛࠅߊߟ߇✚วᄌ឵߇᭴ᚑ߇ߩࠆߔ↪ⓨ㑆ޕߔߢ 
   ↪ⓨ㑆ੱߩ㑆᭴ᚑේℂࠍ〯߹ߚ߃ታ㓙ߩ᭴ᚑߩᣇߩߎߪ㗄ߩᦨᓟࡓࡈࠆߔߣ⊛⋠ޟߩᰴరߣᰴరߩ⋧㑐ଥߢޠ⺑ޕߔ߹ߒ 
 ᗧ߿ଔ୯ߩ߃߁ߪ㧟ߦߟઃ㓐ޕߔߢߩ߽ࠆߔ 
ታߩ⸥ㅀ᭴ㅧ 



 ٨ ␠会ߪ⸥ภ論ℂߢ⸥ㅀࠆࠇߐ論ℂᑼࠆߩ↪㕙߇ബߡߒ᭴ㅧᑼޕߔ߹ࠅߥߣ 
 ٨ ၮᧄ㑐ଥᑼߩߎߣ↪㕙ߥ⊛₸⏕ߔ␜߇ബ᭴ㅧࠍᜰቯࠆߔᔅⷐޕߔ߹ࠅ߇ 
 ޕࠎߖ߹ߡ߈ߢߪ化࡞࠺ࡕ߇ߔ߹ߒߪ⺑ߢᢥ論ߪ第ਃὐߩߎ߇ߔ߹߈⋬ߪ⺑ޕߔߢߣߎ߁ߣࠆߔᜰቯࠍ↪㕙߇୯⌀ߪߩࠆߥߣⷐὐ߆߶ߩߎ ٨ 
   ᢥ論ߪߢẜ⌀୯ߣ㗼⌀୯ࠍ⺑ߩߤߡࠆߩ߆ࠆߥߦ߁ࠃߩߤ߇࡞࠺ࡕޕߚߒ߹ߒᗵⷡߣ߆ࠆ߆ߟߪᕁޕߔ߹ 
 ⺑ၮ␆ߩࡓࡈ
 ੱ㑆ߩ᭴ㅧࡓࡈߪⷐ⚛ࠍⷙቯࡓࡈ߇ߔ߹ߒⷐ⚛ߪၮᧄⷐ⚛ੱߢߩߥ㑆᭴ㅧේℂ߿ၮᧄ↪ࡓࡈߪᰴరߢ⸥ㅀߒߛߚޕߔ߹ࠇߐ⸽ޕࠎߖ߹ߡ߈ߢ 
ߪ会␠ߦࠆߔ߁ࠃ  Logicޔ⌀୯ޔ↪ࠍߣߎࠆߡ߈ߢࠄ߆ਥᒛ߁߽ߪߦߔ␜ࠍࠇߎޔߢߌࠊࠆߡߒዋߒ⠨ኤ߇ᔅⷐߢߎߎߢಽᨆޕߔ߹ߒㅌዮߣᕁߢߩߔ߹

㘧߫ߛߚޕߐߛߊߡߒᔅࡓࡈ߽ߒߕᰴరߊߥߢߌߛ␠会᭴ㅧߩၮ␆ߩၮ␆ࠆߔࠎ߆ߦ⠨ኤޕߔ߹ߡߞߥߦ 
 ේℂࠆ߃ߚࠍኻᔕ㑐ଥߩ㑆᭴ㅧේℂੱߣᰴరࡓࡈ
 ㊀ࠅߥ－ኻᔕේℂ  ⸥ภ論ℂⷐ⚛ߣ‛ℂ♖↪ߩኻᔕ㑐ଥޕߔ߹߃ߚࠍ 
   ‛ℂ↪ߣⷐ⚛ޔ論ℂ↪ߣⷐ⚛ߦ߇ߚ߇㊀ߡߞߥⵝ⟎߿ᐲߩၮᧄⷐ⚛ࠅߥߣ論ℂ⊛‛ℂ⊛ߥ↪ޕߔ߹ߒࠍ 
 ⅣႺ－↪ኻේℂ ‛ℂ↪ࠅࠃߦⅣႺࠇߐ᷹⸘߇ㅒߦⅣႺ߇‛ℂ↪ߩലᕈࠍޕߔ߹ߡ 
 ‛ℂ↪ߩലᕈߪⅣႺࠍ᭴ᚑࠆߔⷐ⚛ߩߘߣㅪേࠅࠃߦ߹ࠅ 
 ․ቯߩ‛ℂ↪ੱࠍ㑆߇ታⴕߣࠆߔⅣႺ߇৻ቯߩᔕߒߒࠍ 
 ߚߖ߆‛ℂ↪ߩ⚿ᨐߪⅣႺࠅࠃߦᄌޕߔ߹ࠅࠊ 
 Logicᒻᑼ ( Ⓧᤨߣ㑆 ) න⚐ߥ‛ℂ↪ߪ⥄ὼ⇇ޕߔ߹ߡߞߥߎ߅߇ 
 ޔ߇ߔߢߩߥḮᴰߩⓛ⼾ߩὼ⥄ߪ↪ℂ‛ߥ߁ࠃߩߎࠎࠈߜ߽   
   ⥄ὼ⇇ߪߢ․ቯߩ‛ℂ↪ࠆߥߣߎߊߚߞ߹ߩ߉ߟ߇‛ℂ↪ߺ⚵ߣวߊߥߪߢߩࠆߐࠊ 
   ᴡߩᵹޟߦ߁ࠃߩࠇวᚑߩߟߣ߭ޠߚࠇߐ‛ℂ↪(㊀ജ㧗ᵹ)ޕߔߢߌߛࠆߡߞ߇ߚߒߦ 
 ߡߒ⟎㈩ߦ⊛論ℂࠍ↪ℂ‛ࠆߥ⇣ߦߚߩ⊛⋠ߩቯ․ߪ㑆ੱߒኻߦࠇߎ   
   ᔅⷐࠆߔߣ᭴ㅧ߿↪ࠍ⾰‛߿ᚻޕߔ߹ߒߦ 
   ⸥ภ論ℂ⊛ߪࠇߎߪߦⓍߩㅪ㎮ᤨࠅߢ㑆⊛ߦ㈩ޕߔ߹ߡࠇߐ 
   ᤨ㑆ߪ↪ࠍ⋥Ⓧᒻᑼߦ㈩ޔߒⓨ㑆ߪਗ()ߩᒻᑼޕߔ߹ࠅߣࠍ 
 ᰴరߩᶖṌߣ logic化  ‛ℂᰴరߪ㧣ߩߟၮᧄᰴరߣ㧟ߩߟഥᰴరޕߔ߹ߡ߈ߢࠄ߆ 
 ޕߔ߹ߒᶖṌߪᰴరߩߎߪߢ会␠ޔߒ߆ߒ   
   ᶖṌߪߣࠆߔ⸥ภ論ℂߩၮᧄⷐ⚛ࠅࠃߦⷐ⚛化ࠇߐ論ℂⷐ⚛ޕߔ߹ࠍߣߎࠆߥߦ 
 ޕߔ߹ࠅߥߦߣߎࠆߔⷙቯࠍ会␠߇ᰴరࡓࡈߚࠇߐวᚑ߇↪ℂ‛ߣภ論ℂ⸤ߪߡ߅ߦ会␠ߡߒߘ   
 ⌀୯ߣᗧゲේℂ  論ℂࠆߩ᭴ᚑ߇⌀୯ޕߔ߹ࠅߥߣ 
   ‛ℂᰴరߩᶖṌࠆࠇ߹߁ࠅࠃߦ⸥ภ論ℂ㧩‛ℂ↪ߦࠄ߫ࠄ߫ߪሽߒ 
   ⌀୯ߡߞߘߦ৻ቯߩⓍᒻᑼߢߣߎࠆߣࠍᯏ᪾ⵝ⟎߿ᐲޕߔ߹߈ࠄߚߪߡߒߣ 
ޕߔ߹߃ߣࠆߡߒ␜߇ޠ୯⌀ޟࠍ᭴ㅧߩߘࠆࠇ߹߁߇↪ゲߣࠆࠄ߆ὐߩ↪ߡߞ߇ߚߒ    :d ↪ゲߪߣ↪ߩⓍ᭽ᑼߣቯ⟵ޕߔ߹߈߅ߡߒ 
 ޕߔ߹߈ߢ⟵ቯߣޠᗧޟߔߒࠍ㑐ଥᑼߩಾᢿ㕙ࠆߌ߅ߦ᭴ㅧߪ↪ゲࠅߢน⢻߇↪ゲߥࠈࠈ   
   ᗧߩ⥄ὼߥቯ⟵ޕ߁ࠂߒߢ 
 ↪－‛－logic  ↪ߪ‛ࠅࠃߦቯ⟵ࠇߐ↪ߪ⸥ภ論ℂࠅࠃߦ᭴ᚑ߁ߣࠆࠇߐ߹ߢ論ߚ߈ߡߓ㗄ౣߩ⏕ޕߔߢ 
   ↪ߣⅣႺߩߟߣ߭ߪኻߦ߇ߚߡߒߣⷙቯࠍࠇߎߒ↪ߣⅣႺߩኻᕈޕߔ߹ߣ 
 Logicߩၮ␆ߣᧄ⾰  ⸥ภ論ℂߪ‛ℂ⊛̆♖⊛↪ࠍⷐ⚛ߦಽഀߒ 
   ಽഀߚࠇߐ⻉ⷐ⚛ࠍゲ߇ߚߒߦⓍᒻᑼౣߢ᭴ᚑޕߔ߹ߒ 
 ࠅߢⴕേ᭽ᑼᕁᗐ⟎ⵝᐲ߇ߩߔߺ↢߇ࠇߎ   
   ᐲⵝ⟎ੱ㑆ߩ⸥ㅀ᭽ᑼޕߔ߹ߡߞߥߣ 
 ޕߔߢⓍᒻᑼޔゲޔಽഀߩ߳⚛ⷐߪᔨࠆߥߣࠠߢߎߎ   
ߣ⚛ၮᧄⷐߩౕ߿ᐲߡߒߣ⚛ⷐߚߞߥߐ߆߇論ℂߣ↪ࠅߥߣޠゲޟߔߛࠅߊߟࠍᗧ߿ゲߪࠅߥ㊀ޕߔߢਛᔃ߇ޠේℂࠅߥߐ߆ޟߩᦨೋߪߢߜ߁ߩࠄࠇߎ 

 ޕߔ߹ߡߞߥ߽ߦ␆ၮߩಽ㘃ߩౕߩ߉ߟߡߒߘޕߔ߹߈߮ߜߺࠍ୯⌀ⷞ⇇㨯‛㨯↪㨯logicࠅߥ
 ߣ߹ߩ⚛᭴ᚑⷐߩᰴరࡓࡈ
 Σ-a⸥ภ論ℂߣI-b⌀୯ޔΤ-a‛ℂᑼߣΤ-b↪߇ၮᧄⷐ⚛ޔߢ 
ⵝ⟎߿ᐲߚ߈ߢࠄ߆ࠄࠇߎߪA-1↪㕙߿A-2⏕₸߇ഥ⊛ߦ㑐ଥޕߔ߹߈ߡߒ 
 ޕߔ߹߈ߡߒ㑐ଥߦ⊛B-2㔀㖸߽ഥߢB-1⣖ⓨ㑆ߪߟߣ߭߁߽
 ߩ⑳ߩ⢻ജߪߢᱜ⏕ߦ⸽߽⺑߽ޕࠎߖ߹߈ߢฝߦ࿑ޕߔ߹߈߅ߡߒ␜ࠍ 
 ␠会ߢߩߔߢ‛ℂߊߥߪߢ⌀୯߇␠会↪ߩၮᧄޕߔ߹ࠅߥߦ 
ౕⷐ⚛ߩಽ㘃ߣ৻⥸⸥ㅀᨒ 
ಽߩ⚛ⷐߡߒߣㅀᨒ⸤ࠍ↪ℂ‛߿ภ論ℂ⸤߇ߚߒߢਇචಽߪ⠨ኤޕߚߒ߹ߒߒࠍၮ␆⊛㑐ଥߩ↪♖ޔ↪論ℂޔ↪ℂ‛ޔภ論ℂ⸤ࠆߢ⚛ⷐࡓࡈ 

㘃ߣ⋧㑐ଥޕߔ߹ߒ␜ࠍ 
⸥ภ論ℂߣ‛ℂ↪ 
  ⸥ภ論ℂⷐ⚛ЬшщФС()㩬  ⷐ⚛ߩߟߣ߭ߛߚߪߡߒߣ論ℂ⸥ภߩߡߴߔࠄ߆ⷐ⚛ޔ߇ߔߢ߁ࠃࠆߡࠇߐߒ߇ߣߎࠆࠇ߆߮ߜߺ߇ 

   ᐲ߿ᯏ᪾ⵝ⟎߿⣖ߩ⸥ㅀⷐ⚛ߪߡߒߣએޕߔ߹߈߅ߡߍࠍ 
   ㊀ࠆߥㇱಽ߽ޕߔߢߡోߢࠇߎ߇ߔ߹ࠅ 

  ⸥ภⷐ⚛ߦ㊀ࠆߥ↪  ↪ߪߦ‛ℂ↪ޔ⸥ภ論ℂ↪ޔ⣖ߩⓨ㑆ߩߢ↪ޕߔ߹ࠅ߇ 

   ⣖ߩⓨ㑆ߩߢ↪ߪ‛ℂ↪ߣ論ℂ↪߇ⶄวޕߔߢߩ߽ߚࠇߐ 
   ⸥ภ論ℂੱߪ㑆ࠍ㔌ߚࠇᒻᑼޔ⌀୯߿論ℂផ論ᒻᑼࠅߣࠍ⣖ߩ↪ࠍⷙቯޕߔ߹ߡߒ 
 ޕߔߢߣߎ߁ߣㅀน⢻⸤ߢ↪ℂ‛ߣภ論ℂ⸤߇ࠆߔሽ߇↪ߩ㑆♖ੱߦภ論ℂ↪એᄖ⸤ߪࠇߎ 
ᗧߣ⌀୯ 
 ᗧߦߚࠆߊߟࠍ࡞࠺ࡕߩゲ߁ߣᔨࠍឭޕߔ߹ߒゲࠍA↪߽ߣߎ߁ߣ᧪ߦ⪲⸒ޔᗧޕࠎߖ߹ࠅߪ 

 ၮ␆ⓨ㑆      ᄌ឵Ḯ       ഥⓨ㑆   
 㧞㊀⇇    ࡞ࡖࠪࡦ࠹ࡐ/႐     ធ⛯     ធ⸅ᄌ  ឵
㊀ࠅߥ㧩ⶄว      ᓸಽේℂ   ゲߣᗧ     ⏕₸ 
  Ⓧⓨ㑆           論ℂゲߣⷞὐ  ↪㕙ߣ⏕₸ 
 論ℂߣ‛ℂ  ⌀୯ߣ‛ℂߊ߰ࠍ↪ 



 ゲߣᗧߪ‛ℂ̆⸥ภ論ℂߦၮ␆ߜ߽ࠍ⣖ⓨ㑆ࠍ㔌ߚࠇቯ⟵߇น⢻ޕߔߢ 
 ゲߣᗧ   ౕⷐ⚛ߩಽ㘃ߣ⸥ㅀᨒߪߦࠆߔ┙⏕ࠍⶄᢙߩⷐ⚛ߦᤨࠆߨ᧤ࠍᔅⷐޟߥゲߣᗧ߇ޠᔅⷐޕߔ߹ࠅߥߦ 
   論ℂⷐ⚛ߪ⢛ᓟߦ‛ℂ↪߿ᐲߩ᭴ᚑⷐ⚛ࠅ߇ 
   ‛ℂ㧛論ℂ↪߇ࠅߔ↪ᐔ㕙߇⽎ߩゲ( ߔ߹ߡߞࠂߒߪ߱ߛ ) ࠅߥߣ 
   ゲߣ↪ᐔ㕙ޔゲߣゲޔゲߣ⌀୯߇ᗧޕߔ߹ߡߒߛࠅߊߟࠍ 
   ⷐ⚛ߺ⚵ߩวߪߖࠊή㒢ߢゲߣᗧߪή㒢ߩน⢻ᕈޕߔ߹ࠅ߇ 
 ゲߣᗧߩ᭴ᚑේℂ  ゲߪߣⷐ⚛ߢߩ߽ߊߧࠄߟࠍ⽾ㅢߪⷐ⚛ࠍ᭴ᚑࠆߔⷐ⚛ࠄ߆⸥ㅀޕߔ߹ࠇߐ 
   ゲߩᗧߩߘߪゲߔ␜߇ⶄᢙߩ↪ࠆߩ↪ޔߒߐࠍലߥ↪߇ലߥゲޕߔ߹ࠅߥߣ 
↪⚛ߩቯ⟵ 
 ↪㗔ၞߩ‛ℂ৻⥸ᑼࠆࠃߦቯ⟵ ৻日ߩㅢᏱ⒖ߩേᤨ㑆ࠍ 㧞ᤨ㑆߫ࠇߔߣⴕേ▸࿐ߪ⥄േゞ߿㔚ゞᤨߩㅦޕߔ߹ࠅ߹߈ࠄ߆ 
   ᤨㅦ60km2ᤨ㑆120ߢkmᤨޔㅦ100km200ߢkmࠅߥߣ 
   㚂都ޔ京㒋ޔฬฎደޔർᎺ╬ߩ経済ߦ⋧ᒰޕߔ߹ߒ 
 ޕߔ߹ࠅ߹߈߇㆐▸࿐ࠄ߆᭴ㅧߩᯏ᪾ߤߥ㘧ⴕᯏޔേゞ⥄ޔォゞ⥄߫ࠇߔ⋠ᵈߦ↪ℂᄌ឵‛ߩ‛   
   ᄌ឵↪ߪߦᯏ᪾ടᎿߩߢㇱຠߩಾജߣേ▸࿐ޔࠅ߇化学ᔕⵝ⟎߿ᝄേⵝ⟎߽ޕߔ߹ࠅ 
 ᐲߩ↪⚛ޔ  ౕ  ᐲߪ‛ℂ↪ߣ♖↪ߩਔᣇߩ↪ࠆࠇࠍߢ‛ࠇߪ‛ࠇ⸥ภ論ℂ᭴ㅧޕߔ߹ߡߞߣࠍ 
   ⸥ภ論ℂ᭴ㅧ߇ߪߣࠆߢ‛ࠇᐲ߇論ℂಣℂޔ‛ℂಣℂᯏ⢻ࠍᜬߜ‛ࠍಣℂޔߒ 
   ㅒߦ‛ࠄ߆ᐲ⥄りߦኻࠆߔᄌᒻࠍฃߌᐲ⥄り߇ᒻޕߔ߹ࠍߣߎߊߡ߃߆ࠍ 
   論ℂߦኻߩࠄࠇߎߒ↪ࠍሽߩ↪ޕߔ߹߈ߢ߇ߣߎ߁ߣ 
 ↪ߩᒻᘒ   ⸥ภ論ℂߢ᭴ᚑޔࠇߐ 
   ⸥ภ論ℂߩߟߞࠃߦ߃߁ߩ↪߇❗วߢߣߎࠆߔ↪ߩᒻޕߔ߹ࠅ߹߈߇ 
 ᐲߩ↪⚛  ᐲߩ↪⚛߽ሽߩᒻᘒߣ↪ߢቯ⟵ࠆࠇߐⷐ⚛ࠄ߆⸥ภ論ℂߦᓥ᭴ᚑޕߔ߹ߡࠇߐ 
   ↪ߩലᕈߪ↪߇ࠆߌ߆߈ⅣႺߩ᭴ㅧޕߔ߹ࠅ߹߈ߢ 
 ᱞജ  経済  ࠇᧅ  ቬᢎ ಽᨆޕߔ߹ߒ⇛⋬ࠍ 
ⅣႺߣ‛ℂ↪ 
 ޕߚߒ߹ߒ⺑ߢ論ℂᮭജ論ߪ▚⸘ߩ↪ലᕈࠆࠃߦࡃࠞ 
   ޕ߁ࠂߒߢၮᧄߩኻᔕߩ↪ߣⅣႺ߇ᣇߩߎࠈߒࠅലᕈ߽ᒰὼߩ↪ࠆߔኻߦ⚛ኻ⽎ⷐ߇ߔߢߩ߽ࠆࠃߦࡃࠞߪࠇߎ 
⌀୯ߩቯ⟵ߣ᭴ᚑߩᣇ 
 ⌀୯ߩ㘃   ⌀୯ߪߦ‛ℂ↪ޔ⸥ภ論ℂ↪ޔ♖↪ޔᕁᗐᐲⷐ⚛↪ߩߟߞࠃߩ⌀୯߇ሽޕߔ߹ߒ 
 ޔࠇࠄߣ߹ߦ୯⌀ߩߟߣ߭ߢߣߎޠࠆࠇߐࠊวࠅߥ㊀ޟߪ⚛ⷐࠆߥߦరߩ୯⌀ߩࠄࠇߎ   
 ޕߔ߹ߡߞߥߣ᭴ᚑߥ⊛ภ論ℂ⸤߇ᣇࠇࠄߣ߹ߩߎ   
   ⌀୯ߪߦẜ⌀୯ߣ㗼⌀୯ޕߔ߹ࠅ߇ 
   ᢥߩೋᦼߪߦዋᢙߩౕ߇ࠎߖ߹ࠅ߆ߒ 
   ೋᦼߩᐲߩⷐ⚛ߪⅣႺߣᢥࠅࠃߦࡊࠗ࠲৻ቯࠅߣࠍဳߩ 
   ᢥߩೋᦼࠆࠇࠄߺߦ⌀୯ߪน⢻ᕈߩߡߒߣẜ⊛ߥ⌀୯ޕߔ߹ߡߞߥߦ 

 ( ᄌ឵ᐲߩᏒ႐ )   化Σ࡞࠺ࡕ
‛ℂ⊛ᤨⓨᄌ឵ߣ⸥ภ論ℂ⊛ߥᨒߩߢߎߘߣ集⸘ 
 ᤨⓨᄌ឵ߣ論ℂᄌ  ឵  ޕߔ߹ߒ⇛⋬ 
⚿集ߩ᭽ᑼߩߡߒߣ㌁ⴕߣડ  ᬺ  ޕߔ߹ߒ⇛⋬ 
       

 (ޕߔߢḰᲑ㓏߇ߔ߹ߡߒ⟵ቯࠍ㑐ଥߥᔅⷐߦ化࡞࠺ࡕ )   化࡞࠺ࡕ
  ⌀୯ߣᗧࠍ⸥ภ論ℂߺ⚵ߦࠆߡࠇὐߢ論ℂᮭജࠍ࡞࠺ࡕޕߔ߹ߡ߃ 
ᱧผታߩⷐ⚂ 
⚿วߩᩭ 

٨ ᳓〝ࠍಾࠅ㐿ࠍࠇߘ߈⏕ߚࠆߔ       
 Ј 㐿ნࠞߩࡑࠬਅߦੱ߿ኅᣖ߇⚿集ࠆߔ 
٨ ᴡᎹ᳚ߩỬߕ߃ߚࠅࠃߦฎ㐿ნߪ⎕უࠇߐᣂߥߚ⠹ࠇ߹↢߇㐿ნࠞߩࡑࠬਅߦੱ߇⚿集ࠆߔ  
 Ј ᳁ᣖߪᰴ第ߦᒙ߹ࠅኅᣖ߇නߦᄌ化ߒ㐿ნࠞ߇ࡑࠬᰴ第ᮭߦᆭࠍჇޔߒ㐿ნࠞࠍࡑࠬਛᔃߚߒߣ␠会߇ᚑ┙ޕߊߡߒ 

 Ј ⴊ╭߽ࠅࠃ㐿ნࠞߩࡑࠬᓮ㝬ࠍฃߜࠊߥߔޔߋ⛮ߌ集࿅ߩଔ୯ࠍዅ߱᳇㘑ޕߚࠇ߹↢߇ 
⚿ว᭽ᑼ 

٨ 㐿ნߩޘੱߦᒝ࿅⚿߇ᔅⷐ 
 Ј ೋᦼߩෳ集⠪ߪᒝࠇ߫⚿ߢ⚷ฎෳߡߒߣ集࿅ߩਛᩭߒߥࠍᣂෳ⠪ߪ集࿅ߩᄖޕࠆࠇ߆⟎ߦ 
٨ 㐿ნߪߦᜰዉജޔㅢߔജޔᣂߒᣇᑼ߇ᔅⷐߚߥ 

 Ј ᣂෳ⠪߽ߤ߃ߣ⢻ജ߫ࠇ߇集࿅ߩਛᔃߦ⚿集߽ߣߎࠆߔน⢻ޕࠆߢ 
න 

 Ј ኅᣖߩᚲ߽᳗⛯⊛ߕ߃ࠅߪߢੱ߇ኅᣖࠆߔ┙⁛ࠄ߆ 
ǛޔχޔON-OFFޔ( )ޔ㩬 
 ޕߔ߹ࠅߥߦ߁ࠃߩ߉ߟ߫ߖ⋤߈ᦠߢภ⸤ߩภ論ℂ⸤ࠍ࡞࠺ࡕᱧผߩߎ 
 χ 㧦 ゲ߳ߩ⛔ว㧩論ℂᮭജ ⸥ภ論ℂߪߡߒߣшޔ߇ߛゲ߳ߩ⛔วࠍᒝ⺞ߡߒχ߁ߣ⸥ภࠍޕߔ߹ 



 ( )  㧦 ᳁ᣖޔኅᣖޔ㐿ნࠞߩࡑࠬਅ߳ߩ⚿集ޔⴊ╭ޔ集࿅ߩੱߪ集วߩ᭽ᑼࠅߢಽߡߒߣ⸥ภ( )ޕߔ߹߆ߟࠍ 
 ON-OFF  㧦 㐿ნߩ⎕უޔ集࿅ߩ⎕უޔᱞജߪߤߥሽุߩቯࠅߢOFF⸥ภ߽ߪߊߒ⸥ภ㩬ޕߔ߹߆ߟࠍ 
 Ǜ 㧦 ࠇᧅߪ⸥ภщ߇ߔ߹ߖࠊࠄߢว⸘߁ߣ㕙ࠍᒝ⺞ߡߒǛߩࡑࠬࠞޕߔ߹ߒࠊࠄߢਅ߳ߩ⚿集߽Ǜߩ㕙ޕߔ߹ߜ߽ࠍ 
 日ᧄᢥߩߎ߇論ℂ⸥ภߢߥ߁ࠃߩߤߊߥߪߢߩ߁ߣࠆߖ␠会߽ߩߎ論ℂ⸥ภⷐ⚛ߢߩߎޕߔ߹ߖ論ℂ⸥ภޔࡄ࠶ࡠ࡛ߢ日ᧄޔṽ࡞ࡔࡘࠪޔ࠼ࡦࠗޔ

ᢥࠍߪߦߔ⸥ภ論ℂ߇ߊ↪㕙ࠍࠇߘߣᡰ㈩ࠆߔゲߣᗧࠍ⏕ቯࠆߔᔅⷐޕߔ߹ࠅ߇ 
 ↪㕙߿ᗧߣゲࠍ⏕ቯࠆߔ⺑ࠍ߉ߟߢߩࠎߖ߹ࠅ߇ࠅ߈ߪᕁ߫ࠇߐߛߊߒߎචಽޕ߁ࠂߒߢ 

٨ ᱞ჻ߩᱞജ߇ലߦߪߦߊⅣႺߩߣኻᔕ㑐ଥࠅ߇ᱞ჻ߩᱞജⴕߩലᕈࠍⅣႺ߇ޕࠆߡ 
 ޕࠆ߹߈߇ലᕈߩ↪ࠄ߆㑐ଥߩ㗔ၞࠆߔߣᔅⷐࠍ↪ߦታ㓙ߣല▸࿐ߩ↪( ᱞജ )ߦߊߣ ٨

ゲߣᗧ 
 ᤨ㑆ࠆࠃߦಾᢿ ല▸࿐ߪᤨߊߥߪߢߌߛ㑆߽ޕߔ߹ࠅ 
  ( ᤨ㑆 ) ( 論ℂ ) ᳁ᣖ߁ߣゲχߪ৻ᐲ⎕უ߫ࠇࠇߐరޕࠎߖ߹ࠅߤ߽ߦⴊ߽ࠅ߇ߥߟߩߢ߁ࠀߜߣ߇⛯⋦ߩಾߚࠆࠇᄬޕߔ߹ࠇࠊ 
    Ј ᤨⓨᄌ឵߁ߣ㗔ၞߩߢಽᢿ᭴ㅧ 
 㐿ნࠕࠖ࠹ࡦࡠࡈ 㐿ნࠞ߁ߣࡑࠬゲߪ⎕უޔ߇ߔ߹ࠇߐ㐿ნࠇ߹߁߇ࠕࠖ࠹ࡦࡠࡈ㐿ნࠞޕߔ߹ࠇߐ↢ౣߪࡑࠬ 
  ( ⓨ㑆 )  Ј ല↪㗔ၞߦࠇߘࠆࠃߦ⛯᳗ߣ↢ౣߩኻᔕߚߒ㐿ნࠞ߁ߣࡑࠬ↪නߩലᕈࠆߔ┙⏕߇ 
 㐿ნࠞࡑࠬorᓮ㝬 ⴊߊߥߪߢ♖㧩ᓮ㝬߇⚿集ߩਛᔃޕߔ߹ࠅߥߦ 
  ( 論ℂ㧩ᐲ ) Ј 㐿ნࠞߩ߽ߔߒߩࡑࠬ( ᗧ )ߪ♖ޕߔߢ  Ј ੱ㑆ේℂޟߩߢ⣖ޠ 
␠会᭴ᗐߩߢゲᗧ↪㕙ߪએߦ߉ߟޕߔߢⴕേ᭴ㅧߡߟߦ⺑ޕߔ߹ߒ 
ⴕേࠆߌ߅ߦゲߣᗧ 
 ᤨ㑆ࠆࠃߦಾᢿ ੱ㑆ߦ⊛⛯᳗ߪ集࿅ߩᡰ㈩⠪ޕߥ߈ߢߪߣߎࠆߌ⛯ࠅߢ    Ј  ᐔ╬   ( ⴕേゲ Σ) 
 㐿ნߒࠄߚߕ߃⛘ ࠕࠖ࠹ࡦࡠࡈ⇇߇ᐢߩࡑࠬࠞࠄ߆ࡑࠬࠞࠅ߇ਅ߳⒖ߣേޕࠆ߈ߢ  Ј ⁛┙ߣ⥄↱   ( ⴕേゲ II ) 
 㐿ნࠞࡑࠬ 㐿ნࠞߩ߳ࡑࠬᔘ⺈ߣᓮ㝬ߩ⛮ᛚ    Ј ᔘ⺈ߣ⽿છ ( ⴕേゲ Υ ) 
↪ߣゲ㧛ᗧ ߩ㑐ଥ߮ࠃ߅ޔ⌀୯ 
 ࠅߢ㑐ଥߩภ論ℂ⸤ߣ↪ߪࠇߎ 
 ޕߔߢㇱಽࠆߥߣᩭߩ論⠨ߩߎ
 ੱ㑆᭴ㅧࠆࠃߦ‛ℂ㧩論ℂᨒߩಾᢿ߁ߣ⠨ࠍ߃ᦨೋޕߚߒ߹ߴߩߢ߁߶ߩ 

٨ ゲ߿ᗧߪᐔ╬߁ߣ┙⁛ޔⴕേᒻᑼᤨ߿㑆ޔ㐿ნ߁ߣᐲᒻᑼߩߡߞࠍᣇߢߣߎࠆߣࠅ߈ߢ↪ߩᐔ㕙ޕߔ߹ߒߛࠅߊߟࠍ 
٨ ⴕേ߿↪ߩߎ߇ᒻᑼࠆߊߟߩᐔ㕙ࠄ߆㔌߫ࠇࠇᒻᑼࠍ፣߁ߣߔᗧޕߔ߹ࠅߥߊߥߪߢ⌀ߢ 
 ޕߔ߹ߡߞߥߣ୯⌀ߩ↪᭽ᑼ߿ᐲߪᗧ߿ゲߡߞ߇ߚߒ ٨

 ゲ߿ᗧߊ߰ࠍ᭽ᑼੱߪ㑆ߩߡߞߣߦⅣႺࠅߥߣ↪ߩലᕈࠍߢߩߔ߹ߡ 
⌀୯ߦࠆߔ↪ߪലߊߥߪߢᶖޕ߁ࠂߒߢ߁߹ߒߡ߃ 
 ޕߔ߹߈ߡߞࠊᄌߦ㗼⊛⌀୯ߪߡ߇߿ߒ⛯ᜬߪẜ⊛⌀୯ߢᗧߩߎ 

ǛޔχޔON-OFFޔ( )ޔ㩬 ߣ ゲ㧛ᗧ߇ ᡰ㈩ࠆߔ ↪ߣဳߩ↪㕙 
ߣ↪ภ論ℂ⸤ߣⓨ㗔ၞᤨߩߡߒߣ↪ℂ‛ߪߦࠆߔ化࡞࠺ࡕޔߒ߆ߒޕߔ߹ߡࠇࠄ߈ߪ㑐ଥߩࠄࠇߎߢᰴరࡓࡈޕߐߛߊߡߒᕁࠍᰴరࡓࡈ 

 ޕߔ߹ࠅ߇ᔅⷐࠆߔߦ⏕ᱜߪߊߒ߽ࠆߔㅀ⸤ߢON-OFFޔ㩬ޔщޔ( )ޔЬޔχޔǛࠍᐲߩߡߒ
٨ ↪㕙ߣゲ㧛ᗧߩ㑐ଥ( ಾᢿ )ࠍᱜ⏕ߦ⸥ޕࠆߔ 
٨ ⸥ߚࠇߐ↪㕙ߣゲ㧛ᗧߩ㑐ଥ( ಾᢿ )ࠍǛޔχޔЬޔ( )ޔщޔ㩬ޔON-OFFⓨ㑆ߦㆶరޕࠆߔ 

ቯ⟵ 
 ↪ലᕈ㧦   㗔ၞഀߩว ( ↪ߩ߱▸࿐㧛ోߩ㗔  ၞ ) 㧗 ↪ല₸ 
 ↪ല₸㧦    ⚿ᨐ㧛ᛩ 
 ↪ߩ↢ᚑ㧦   ↪㗔ၞߩߢ㔀㖸߇ᐲ化ߚࠇߐ⻉ⷐ⚛ࠍബߢߣߎࠆߖߐ↪ޕࠆࠇ߹߁߇ 
 ↪㕙㧦     ↢ᚑߩᒻ߇ࠆ↪ޟߩലᨐߣ⚿ᨐߣޠ 
 ޕࠆߔߣޠ↪㕙ޟࠍోߩ㑐ଥࠆߊߟ߇ޠ↪ߩ⚛ⷐߔߎࠍ↪ޟ     
 ↪ߩゲ㧦     ⌀୯ߪ↪ߩ論ℂ᭴ㅧߩߢᱜᏱߥ↪ࠍࠇߎߢߩࠆߡߒ␜ࠍゲࠆߔߣ 
 ↪ߩಾᢿ㕙㧦 ⌀୯ߔ␜߇↪ߩᒻ⁁ߣ⌀୯ࠍ࠻࠶ߩ↪ߩಾᢿ㕙ޕࠆߔߣ 
⌀୯߇↪ߩゲߣߎࠆߡߞߥߣ 
 ␠会⊛ⷐ⚛ߩ↪ߣⅣႺߩ㑐ଥࠄ߆↪ߩല₸ޔലᨐޔࠅ߹߈߇ 
 ⷐ⚛㨯↪ߩ 㨯ဳⅣႺ߇࠻࠶ߩ৻ቯߩᒻޕߔ߹ࠅߥߣ 
 ߒߢภ論ℂ⸤ࠍኻ৻ߩ↪ߣ⁁ᒻߩߎߡߒߘ 
 ోߦ߁ࠃࠆߥߦ⌀ࠍฦⷐ⚛ߦ⌀㆑ోߢߣߎࠆ߰ࠅࠊࠍߩ⌀୯ࠍቯ⟵ޕߔ߹ߒ 
 ޕߔ߹ߒߒࠍ㑐ଥߩ⚛ภ論ℂⷐ⸤ߣゲߡߒߦߣ߽ࠍ⚂ⷐߩᱧผ⊛ታ߆ࠆߔᒻᚑ߁ߤࠍ࡞࠺ࡕ߇ࠎߖ߹߈ߢ⺑ࠍߡߴߔ
ᱧผታߩⷐ⚂ 
⚿วߩᩭ   

٨ ᳓〝ࠍಾࠅ㐿ࠍࠇߘ߈⏕ߚࠆߔ Ј 㐿ნࠞߩࡑࠬਅߦੱ߿ኅᣖ߇⚿集ࠆߔ    φ ᤨⓨಾᢿ( ‛ℂ↪ )߇␠会⊛ߥ集࿅( )ߩᨒࠍޕࠆ 
٨ ᴡᎹ᳚ߩỬࠅࠃߦ Ј 㐿ნࠞߩࡑࠬਅߦੱ߇⚿集ࠆߔ     φ ⚿วߩᩭߡߒߣⴊࠅࠊ߆ߦᓮ㝬( ᕁᗐ  ౕ  ޕࠆߔ┙ᚑ߇(

એߩⅣႺߣ↪ߩ߉ߟࠄ߆⸥ภ論ℂߣ⌀୯ࠆߊߡߢ߇  
 Σ. ␠会ߩಽ㔌᭽ᑼ( 㐿ნࠞߩߘߣࡑࠬ集࿅ )㧩( )ߩᚑ┙ 
 Τ. ␠会⚿วߩᩭ( ᓮ㝬 )㧩⌀୯ߩᚑ┙ 
 ߒሽ߇㧩ᗧ⌀ߪߦᩭߩ会␠ߪΤߩ ڏ 
   ᗧᐔ㕙ߢ↪߇ലޕߔ߹ߡߞ⸒ࠍߣߎࠆߥߦ 
⚿ว᭽ᑼ 



٨ 㐿ნߩޘੱߦᒝ࿅⚿߇ᔅⷐ Ј ೋᦼߩෳ集⠪ߪ集࿅ߩਛᩭޕߔߥࠍ     φ ᤨ㑆㗅ᐨ߇集࿅ߩߢᐨޕࠆߥߦ 
٨ 㐿ნߪߦദജߣ⢻ജ߇ᔅⷐ Ј ⢻ജ߫ࠇ߇集࿅ߩਛᔃߦ⚿集ޕࠆ߈ߢ    φ ⥄ߊߥߪߢ⢻ജ 

න 
٨  Ј ᚲ߽᳗⛯⊛ߕ߃ࠅߪߢੱ߇ኅᣖࠆߔ┙⁛ࠄ߆     φ ↪ലᕈࠄ߆␠会ߣੱߩಾᢿߪੱࠆࠇ߆߅ߦ 

 Υ. ᐲߦ㑐ଥࠆߔ㊀ⷐߥౕޔ↪ᐔ㕙ᤨߡߒߣ㑆㗅ᐨ߿⢻ജޕࠆࠇ߹߁߇     ( 集࿅ߩߢ↪ߪ࠲ࠢࠔࡈ⢻ജߣෳട㗅ᐨ߇ၮᧄޕࠆߥߦ) 
 Φ. ␠会⊛ࠝߡߒߣ࠲ࡍੱ߇ಾࠅޕࠆࠇߐ 
 ޕߔ߹ߡࠍ┙ᚑߩౕ߇↪ലᕈࠆ߇ⅣႺޔ߇ߔߢౕߩߡߟߦᐲߪ⢻ജ߿㑆㗅ᐨᤨ ڏ
 ޕߔ߹ߡߞߥߦⷐ࿃ߥ㊀ⷐߩߡߞߣߦ会␠߽ߩࠆࠇ߹߁߇ੱߡߒߣ࠲ࡍ会ࠝ␠ޔߦߊߣ ڏ

    ੱߩᚑ┙ߪ␠会⊛ౕߩߡߒߣ⢻ജ߿ෳട㗅ᐨ߽ࠍࠇߎഥߡߡߌ 
 ޕߔߢߩߟߣ߭ߔ␜ࠍߣߎࠆࠇ߹会⊛ౕ߽␠ߩߤߥᐲߦ߽ߣߣ⟎ᯏ᪾ⵝޔὼ⥄ߪߦⅣႺ ڏ 
 論⚿ߩߕ߹ߣ߭
ޕߚߒ߹ߒ␜ࠍᚻ㗅ߩ化࡞࠺ࡕߣ᭴ㅧߩߺ⚵ㅀᨒ⸤ߩ会␠ߒ␜ࠍ㑐ଥߥ⊛ၮᧄߩޠ↪㕙ߣဳߩ↪ ࠆߔᡰ㈩ ߇ゲ㧛ᗧ ߣ 㩬ޔ( )ޔON-OFFޔχޔǛޟ 

↪ߩߘߪߡߟߦဳߩ᭴ㅧࠍ෩ኒߦቯ⟵࡞࠺ࡕޕࠎߖ߹ࠅߪߢߌࠊߚߒ化ߪߦ↪ߣဳߩ㔀㖸ࠆࠃߦ↢ᚑࠍ෩ኒߦቯ⟵ࠆߔᔅⷐߚ߹ޕߔ߹ࠅ߇ⴕേߡߟߦ

 ޕߚߒ߹ߒ⇛⋬ߢߩߥߓߥ߅ߣᐲ㕙ߪ
 
Ꮢ႐ߣ論ℂᮭജ࡞࠺ࡕߩ  ᡰ㈩ࠆߔ⌀୯ޕߔ߹ߡߞߥߦ  ↪߽ߪߊߒ↪㕙ࠅߢǛࠍࠇߎߪߤߥಾᢿࠆߔ⸥ภ論ℂޕߔߢ 
 
ẜ⊛⌀୯ߣ㗼⊛⌀୯ 

ᢥߩ進ዷߥ߽ߣߦ⚐☴ᮭജ߇ಽഀࠇߐ␠会⊛ౕߩߣߣ߇␠会⊛ౕࠍ⸥ภ論ℂ᭴ㅧࠍ⚐化ߚߞߡߒ⚿ᨐ߇㗼⊛⌀୯ޕ߽ߔ߹ࠅߥߣ ࠍࠇߎ߿ߪ

 ޕ߁ࠂߒߢ⊕߫ࠇߌߛߚߡ߃⠨ࠍᧅࠇޔᗉޕࠎߖ߹ࠅ߽ࠬࡍ㑆߽ࠬᤨࠆߓ論ߦ⚦
 
 ẜ⊛⌀୯ߩታ  ẜ⊛ߥ⌀୯ߪߣಽ化ߥߡߒⷐ⚛ߩࠅߔน⢻ᕈߩ㜞⁁ᘒޔߢ 
   ಽ化ߥߡߒⷐ⚛߇ⅣႺࠅߥߣᣂࠆࠇ߹↢ߦߚⷐ⚛ߩ↪ല₸ࠍߦߚࠆ 
   ᢥ߇ೋᦼߩẜ⊛⌀୯ߦᔕࠆߔᒻ⁁ࠅߣࠍ 
   ೋᦼߩ⌀୯ౕࠍ化ߚߒ⌀୯ޕߔߢߩ߽߁ߣࠆߥߣ 
ੱ㑆᭴ㅧේℂҁಾᢿේℂ   ੱ㑆᭴ㅧߪ␠会ߩಾᢿੱ߇ߔ߹߈ࠍ㑆ේℂߡߴߔߦㆶరੱࠇߐ㑆᭴ㅧߡߴߔ߇ಾᢿߦㆶరޕࠎߖ߹ࠅߪߣߎࠆࠇߐ 
ᄌ឵ⵝ⟎ߩߡߒߣᐲ  ᭴࿑ߦ߁ࠃߚߒ߹ߒ␜ߢᐲߪ⸥ภ論ℂ᭴ㅧߊߥߢߌߛࠆߣࠍ 
   ⒖േߩߤߥ‛ℂᄌ឵↪߁ߥߎ߅ࠍᯏ᪾ߩߡߒߣ㕙߿ 
   ᐲౝㇱߢ৻ቯߩᕁᗐ߿ᐲౕࠍᒻᚑࠆߔὐߢ化学ᔕⵝ⟎ߥ߁ࠃߩ↪ޕߔ߹ߥߎ߅ࠍ 
 ޕߔߢ⟎化学ᔕⵝ߇ㆊ⒟ߊߡߒߣߩ߽ߩᏆ⥄ࠍജᮭ߿⺈ᔘߩߢᷙߩᢥߣ㊁ⱄߩਛ߫߃ߣߚ   
  :d ߇ᢥߩ␠会⊛឵ߦḩ⿷ߪߩߚߞ߆ߥߒᢥ߁ߣฬ⒓ߢᮭߚߒ⒓✚߇ജࠍਛᔃߚߒߣᢥ᭴ㅧߩᨒ⚵ߩߺሽࠍ⸥ㅀޕ߁ࠂߒߢߚߥߡߒ 
ၮᧄේℂࠄ߆✚วේℂ  ߳   ⸥ภ論ℂߩߘߣታᘒߩߡߒߣ↪߇㊀ޕߚߒ߹ߒߒࠍߣߎࠆߥ 
٨ ↪ߣ⸥ภ論ℂߩ㑐ଥ 
᭴ㅧߩภ論ℂ⸤߿⚛ภ論ℂⷐ⸤ߦ߁ࠃߥࠄࠊᄌ߇↪ߩ⟎ⵝ߽ߡ߃ᦧࠅขࠍㇱຠޔߢᄙ᭽ߪภ論ℂ⸤ߦ߁ࠃࠆ߇ߥࠈࠈߦߩߔࠍታߩߟߣ߭ 

 ޕߔߢታߚࠇࠄ⍮ߊࠃߢߤߥᒻᑼ⸒⺆学ߚߒዷ⊑ࠄ߆学⺆⸒ࡘࠡ࠲ࡦࡕߪࠇߎޕߔ߹߈ߢ߇ߣߎࠆ߃ᦧࠅขࠍߩ߽ߩߘ
 
 ⴕേߪᒻߩࠡ࡞ࡀࠛߣਔᣇࠍߢߩߔ߹ߡ߃ቯ⟵ࠅ߅ߤ↪ޕߔ߹߈ߢ߇ߣߎ߁ߣᐲߩ⸥ภ論ℂ↪ࠍቯ⟵ࠅ߅ߤ↪ߪ߆߁ߤ߆ߩࠆ߈ߢ߇ߣߎ߁ߣ

ᣇޕߔ߹ࠅࠃߦᐲߩ৻ㇱߪߦᕁᗐ߿ⴕേ᭽ᑼ߇߹ߡߡࠇᕁᗐ߿ⴕേ᭽ᑼࠍੱ߇േ߫ࠇ߃߇ࠎ߆ߣߔ߆ᐲࠍ᭴ᚑࠆߔ⸥ภ論ℂߩ↪߽↪ߥߦߣߎ߁ߣ

 ޕߔ߹ࠅ
 ޕߔ߹ࠅߤ߽ߦ論⼏ߩߡߟߦ⣖ⓨ㑆߇ߚߒ߹㘧߮߇╩ 
໑৻ߩ㗴ὐ 
 回໑৻㗴ࠆߺࠍ‛ߪߩࠆߔߦⷞὐࠍ㉼⸂߿Ṷࠆߔゲ߇⣖ߩⓨ㑆߁ߣ߆ߩࠆߡ߈ߢߦ߁ࠃߩߤߢὐޕߔߢ 
 ⸥ภ論ℂⷐ⚛߇‛ℂ↪ߣኻᔕ߁ߣࠆߔේℂ ࠎߑࠎߐߪߡߟߦࠇߎ論ޕߚߒ߹߈ߡߓ⸥ภ論ℂⷐ⚛ߪ‛ℂ↪ߊߥߪߢߌߛ♖↪߽ߦኻᔕޕߔ߹ߒ 
 ⣖ౝⓨ㑆߳ߩ㈩⟎ේℂ  大⣖ߥ߁ࠃߩߤ߇↪߆ࠆߡߒࠍᚻޕࠎߖ߹ߡ߆ߟߊߚߞ߹߇ࠅ߆߇ 
 ޕ߁ࠂߒߢߥࠊ߹߆߽ߡߒផቯߣࠆߡߞߣࠍภ論ℂ᭴ㅧ⸤ޔએࠆߡ߈ߢࠄ߆〝経回ޔߒ߆ߒ   
 ( ߇ߔ߹ࠅߪߢ〝回ࠣࡠ࠽ࠕ )      
   ⣖ߩ回〝ߩၮᧄⷐ⚛߇Ⓧߣߩᒻᑼุ߇ࠇߎࠅߣࠍቯߣ⢐ቯߩᒻޔߣߔ߹ߺߣࠆߡߞ߇ߥߟߢ  
 ၮᧄⷐ⚛߫߃ߣߚߪࠅ߇ߥߟߩ౹ಽᏓࠆߥߣಽᬺⓨ㑆ߦ߁ࠃߚߒ߹ߒߒߢⓨ㑆ߩᒻޕߔ߹ࠅߣࠍ 
      
 ޕߔ߹ࠅߥߦߣߎࠆࠇࠄߡᒰࠅഀߦㇱ৻ߩⓨ㑆ߪ論ℂᒻᑼ߿⚛論ℂⷐߚࠇ߹ㄟࠅㅍࠄ߆ᄖߩ⣖ߦⓨ㑆ߩߎ   
 ޕߔ߹ࠅࠃ߽ߦㆮવ߽ߦᘒ⁁ࠆࠇ߹ㄟࠅข߇⚛論ℂⷐߪߡᒰࠅഀߩߎ   
   ขࠅㄟߩᤨ⁁ᘒ߿ㆮવߦଐሽࠆߔ論ℂⷐ⚛߇ᕁߧࠊޕߔߢ߆ࠄ߈ߢߤߥ࠻ࠗࡠࡈߪߩࠆߔࠍ߈ 
 㔀㖸ࠆࠃߦ᭴ᚑߣⷞὐߩォ឵ේℂ ⣖ⓨ㑆ߪ論ℂ᭴ᚑⓨ㑆ߩฦㇱ⟑ߢㆮવ⊛ߦ経回〝߇⥝ᅗޕߔ߹ߒࠍ 
 ޕ߁ ࠂߒߢ߆ࠄߪߩߊߟ߮⚿ߦⴕേ߇ࠇߎ   
 ޕߔ߹ࠅߦߎߎߪᩮḮߩᗐ⊑ߚߒߣࠡ࡞ࡀࠛࠍ㔀㖸߇⑳ޔ߈ߢ߇ߣߎߔߥߣ㔀㖸ߩ〝回ߪᅗ⥝ߩߎ   
 ޔࠅ߹߈߇㗅ᐨߩബߩ⚛論ℂⷐࠅࠃߦ႐ᚲࠆߎ߇㔀㖸ߥ߁ࠃߩߎ   
 ޕߔ߹߈ߡߞࠊᄌ߇ࠫࡔࠗߡߒߘ߇⚛ⷐࠆࠇߐബߢ࠻࠶ߚ߹   
 ޕߔߢߥὼ⥄ߪߩࠆ߃⠨ߣࠆߔᒻᚑࠍⷞὐࠅߥߣゲߩ集วߩ⚛ภ論ℂⷐ⸤ߩߢ⣖ౝ߇⽎ߥ߁ࠃߩߎ   
   ⣖ౝߩߢ㔀㖸ߢ߹ߦ⸥ภ論ℂߩ⚿วߣ⚿วゲߩࠍᜬ߇ߚߒ߹߈ߡߞ 
   ⸥ภ論ℂᲑ㓏ߡߤߣߢゲ߿ⷞὐߩ⼏論ࠍ進ޕߔ߹ 
 Logicⷐ⚛ߩㅢᕈߣゲ  論ℂⷐ⚛ߩߟߣ߭ߡߞ߹ߣ߹߇ᔨߪߩࠆߥߦ論ℂⷐ⚛ߟ߽߇ⷐ⚛ߩㅢᕈޕߔ߹ࠅࠃߦ 

Ǜⓨ㑆ߣቯ⟵ޕߔ߹ߒ ь



 ߿㆑ߩᣇߩബߚߢ㔀㖸߇ߔߢߩࠆߥߣゲ߇ㅢᕈߩߎ   
   論ℂⷐ⚛߈߹ࠅߣࠍᒰⷐ⚛ߩⅣႺߩઁࠆߡߞߥߣⷐ⚛ߩߣ㑐ଥࠅࠃߦゲߩ᭴ᚑߩᣇߪᄌޕߔ߹ࠅࠊ 
 ⣖ߩၮᧄ↪  ⣖ߩၮᧄ↪ߪ回ォߣࠆߢ⠨ޕߔ߹ߡ߃ 
   ⌒೨ߩ⣖ߩౝㇱߢࠆߡߞߎ⽎ࠍౝ⋭ߡߒ⥄りߩ⣖ߢࠍ߆ࠆߡߞߎ߅߇⠨ޔ߫ࠇ߃ 
   ⣖ߪ回ォ↪ޕ߆߁ࠂߒߢߥߪߢߩࠆ߆ࠊ߇ߣߎ߁ߣࠆߡߒࠍ 
 ޕߔ߹ߡߞ⸒ࠍ߃឵ߺ⚵ߩߖࠊวߨ㊀ߩታ߿ᔨޔォ឵ߩⷞὐߪߣ回ォ߁ߢߎߎ   
   ゲ߁ߣὐߪߢゲߺ⚵ߩᦧޕߔ߹ࠅߥߦߣߎ߁ߣࠆߢ߃ 
 回ォߣᄙ㊀ࡓࡈ  回ォߪߣ回ォߥߒߣ回ォࠆߔࠅ߇ਔ⠪ߩ㑐ଥ߇ᄌ化ࠄ߆ࠆߔ回ォޕߔ߹߈ߢ߇ߣߎ߁ߣ 
 ޔ߈ߢࠄ߆⚛ⷐߩή㒢߇⚛ᕁ⠨ⷐޔ߈ߢᒻᚑ߇ࡓࡈߩ♖ࠄ߆ࠆᄙᢙ߇㕙ߥ߁ࠃߩߎ   
   ⷞὐߩᄌ឵߇ޔࠅߎᗧޕߔ߹߃ߣࠆࠇ߹↢߇ 
   หᤨߦන⚐ߥⷐ⚛ߪ⣖ޕߔ߹߈ߢ߽ߣߎ߁ߣߥߪߦ 
   ⣖ߩⓨ㑆ߢߩ߽ߥ߁ࠃߩߎߪߣ⸥ภ論ℂ学ߩ᭴ᚑߪቢోߦォୟޕߔ߹߈ߢ߇ߣߎ߁ߣࠆߢߩ߽ߚߒ  
 ޔ߇ߔ߹ߡߞ߽ࠍ㕙߁ߣON-OFF߫߃ߣߚޔߪ߆ࠆߢ߇㕙ߩߎ   
   ᭴࿑ߥ߁ࠃߩⶄ㔀ߥ㕙߽ޕߔ߹ࠅ 
 ಾᢿ㕙ߣ回ォ  ߩߎ㕙ߪ⣖ߩⶄ㔀ߥ᭴ᚑࠆߩ㕙ߩߢಾᢿߥ߁ࠃߩߤޔࠅߢ᭴ᚑ߽ߢข߁ߣࠆࠇ․ᓽޕߔ߹ࠅ߇ 
 ⅣႺߩߣኻᔕ ലᕈ  ߦߢߔ⺑ޕߔ߹ߡߒ 
 ⷞὐ   ゲߣⷞὐߩ᭴ᚑ ᢛℂ㧩◲⚛ Ј ㅢߒ Ј ᄌ឵ߩലߥ↪㕙ࠍߔ߿ߒ 
ℂ論ߩᩭ ৻⥸࡞࠺ࡕ 
 ᱧผ߱ࠄߥߣ࡞࠺ࡕޔ⺑ߩᩭᔃㇱಽߢᱧผߩߡߴߔߩ࡞࠺ࡕ߿ၮ␆ࠍࠄࠇߘࠅߢዷᦸࠆ߈ߢ⸥ㅀᨒߩၮᧄߡߒߣ࡞࠺ࡕ⥸৻ߡߣ߹ࠍឭ␜ޕߔ߹ߒ 
 ޕࠎߖ߹ߴಾㅀ৻ߪℂዮߪߢឭ␜ㇱߩᩭߩߎ 
 ℂዮࠍㅀోߣࠆߴߩㅢޕߔߢߚࠆߥߊߥߚߚ߇ߒℂዮߩߘߪߡߟߦᓟߩ⠨ኤࠍෳᾖޕߐߛߊ 
ၮ␆ 
٨ 論ℂⷐ⚛ ޟ␠会⑼学ޠࠆߌ߅ߦ⸥ภ論ℂߩၮ␆ࠍǛЈщ ޔшޔ㧔 㧕ߩ論ℂ⸥ภޕࠆߔߣࠆߥࠄ߆ 
 ޕࠆߔߣࠆߢ⚛ⷐߔࠍߡߴߔߩ⸥ᨒߩᕁᗐ߿⟎ⵝ߿ᐲ߇ߩ߽ߚ߃ࠊߊࠍቯ㩬ุߦࠇߎ  

 ٌ㧝 ࠇᧅߣߞ߽ޔᐲ化ߪߡߒߣߩ߽ߚߒ⼏会߿ᗉࠍǛޕࠆ߈ߢ߇ߣߎߔࠊࠄߢ 
ٌ㧞 論ℂᮭജࠆࠃߦᣇะォ឵ߪшޕࠆ߈ߢ߇ߣߎߔࠊࠄߢ 
 ޕࠆࠇߐ⟵ቯ߇⌀ߩ↪߁ߥߎ߅߇ᐲ߿⟎ⵝࠅࠃߦ⇣⌀ߩߢ論ℂᑼోߡᒰࠅഀࠍ୯ߩ⽶ᱜߦߩ߽ߚߒ論ℂࠍᯏ᪾߿ᐲޔ႐วߩߎ 
 ᐲ߿ᯏ᪾ߪߢ↪߿論ℂߩᩭߩㇱಽߪ․ቯߩᣇะߦ↪ࠍะߪࠇߎࠅߢߣߎࠆߌ論ℂᑼߩⷐ⚛ߪߡߒߣⓍߜࠊߥߔшޕࠆࠇߐࠊࠄߢ 
 ޕ߁ߥߎ߅ࠍ⟵ቯߢߎߘࠅߥߦᔅⷐ߇ᔨ߁ߣ↪ߪߦ⟵ቯߩ୯⌀߅ߥ 
٨ ↪ⷐ⚛ ‛ℂ⊛ߥ㧣ߩߟᰴరᤨߦߊߣޔⓨ߇↪ߩߟߣ߭ߩᨒߡߒߣሽޕࠆߔ 
 ( ‛ℂ ) ᯏ᪾߿ㇱຠߩߎߪᄌ឵ߩᨒ⚵߃ߚࠍߺ‛ℂ⊛ߥᄌ឵ᨒ⚵ߩߺ↪ⷐ⚛ޕࠆߥߣ 
٨ ↪ⷐ⚛ logic論ℂߩฦⷐ⚛ߪ‛ℂ↪ߩ৻⥸ᨒࠅࠃߦ⸥ㅀࠆࠇߐㇱຠߟ߽ߩ↪ߦኻᔕߡߒቯ⟵ޕࠆࠇߐ  
 ( 論ℂ ) 論ℂⷐ⚛ߪ‛ℂ↪ࠍઍߒߢ⸒৻ߣࠆߔⷐ⚂ޕࠆ߈ߢ 
٨ ↪ⷐ⚛ 論ℂⷐ⚛ߪ‛ℂᄌ឵ࠍઍߊߥߢߌߛࠆߔ⣖ౝⓨ㑆ߩߢ↪߽ࠍઍޕࠆߔ 
 ( ⣖ⓨ㑆 ) ߇ࠇߎᗧߪߩࠆߡߒ論ℂⷐ⚛ߪ‛ℂ↪ߣ⣖ౝⓨ㑆ߩߢ↪ߩਔᣇߦኻᔕޕߔߢߣߎ߁ߣࠆߢߥߟࠍࠄࠇߎߒ 
 ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎ߁ߣਔዻᕈߩ⚛論ℂⷐࠍࠇߎ 
٨   ౕ ᐲࠍ᭴ᚑࠆߔౕߩߎߪ⣖ౝⓨ㑆ߩߢ↪ߣ‛ℂⓨ㑆ߩߢ↪ߩਔᣇࠄ߆ⷙቯߚ߹ޔࠇߐਔᣇࠍⷙቯޕࠆߔ 
 ( ᐲ ) ᕁᗐࠍ᭴ᚑࠆߔⷐ⚛ߪၮᧄ⊛ߪߦ⣖ౝⓨ㑆ߦᚲዻޔ߇ࠆߔᕁᗐ↪ߪ⣖ߩᄖ⇇ߩߡߒߣᐲ߿ᯏ᪾߿⥄ὼߩ↪ߦኻᔕޔߚࠆߡߒᄖ⇇ߩ↪ࠃߦ

 ޕࠆࠇߐߡ↪ࠍࠄࠇߎޔࠇߐ᷹⸘ࠅ 
٨   ౕ ⵝ⟎ߪ‛ℂⓨ㑆ߦዻ߇ߔᕁᗐⷐ⚛߇⣖ߩᄖㇱࠄ߆ቯ⟵ޔߦ߁ࠃࠆ߈ߢ⣖ߩⓨ㑆ߩߢ↪ߡߒߣቯ⟵ޕࠆ߈ߢ 
 ( ⵝ⟎ ) ߽ߣߞ߽ߩߘၮᧄ⊛߇ߩ߽ߥⵝ⟎ࠍ⸥ภ論ℂߢޕࠆߢߣߎࠆߔ 
٨ ⅣႺ ↪ߪⅣႺࠅࠃߦലᕈޕࠆ߹߈߇ 
 ޕࠆࠇߐ⟵ቯ߇ലᕈࠅࠃߦⅣႺࠇߐࠅࠃߦⅣႺߪ↪ߚߩߎ 
 ㅒߦⅣႺߪ↪ࠇߐ᷹⸘ࠅࠃߦ↪ࠅࠃߦޕࠆࠇߐ 
٨ ♖ⓨ㑆 ♖ⓨ㑆ߩ⸥ߪ⸥ภ論ℂߕ߹ࠅࠃߦ第৻ߦቯ⟵ޕࠆࠇߐ 
 ߚࠆߡࠍၮᧄ᭴ㅧߩ⇇ᄖ߇Ⓧߩ⚛ⷐߩᐲ߿ℂ‛ߦߊߣ 
 ♖⇇ߩၮᧄ⊛ߥ᭽ᑼ߽Ⓧшߩᒻᑼࠍၮᧄⷐ⚛ޕࠆߡߒߦ 
 ޕࠆߢၮᧄⷐ⚛߽ᄙ᭽ߦ߁ࠃࠆߢᄙ᭽߇ᐲ߿ᯏ᪾ޔߒኻᔕߦ↪ߥ⊛ၮᧄߩᐲ߿ℂ‛ߪ⚛ၮᧄⷐߩߎ 
٨ ↪㕙 ၮᧄⷐ⚛ߩⓍࠍゲߣฬࠆߥߣߎޔߣࠆߌߠゲߩኻᔕ㑐ଥ߇ᗧߩߟߣ߭ߩḮᴰޕࠆߢ 
 ( ᗧ ) ᗧߩߟ৻߁߽ߩḮᴰߪゲߣ‛ℂ߿ᐲߩ↪ߩߣኻᔕࠆߢ 
 ᰴరࡓࡈ
 ޕࠆߢ㑐ଥߩ⚛᭴ᚑⷐߥ⊛ၮᧄߩ会␠ߣ㑆ੱࠆߌߠฬߣᰴరࡓࡈࠆࠇ߆ዉࠄ߆ߎߘߣ㑐ଥᑼߩߺ⚵ၮᧄᨒߪߩࠆߔ⟵ቯߢߎߎ 
 ޕࠆߡߞࠊ⚳߽⟵ቯߩߘߣ⚛᭴ᚑⷐߥ⊛ၮᧄߩࠄࠇߎߚ߹ޕࠆߡߞࠊ⚳ߪ⟵ቯߥ⊛␆ၮߩ↪ℂ‛ޔภ論ℂ⸤ ࡓࡈ
 ( ⷐ⚛ ) ⸥ภ論ℂࠅഀߦࠇߘߣᒰࠆࠇࠄߡ‛ℂ߿ᐲ߿ᕁᗐⷐ⚛ߩኻᔕ㑐ଥ߽ቯ⟵ޕߚߞࠊ⚳ߒ 
 ⸥ภ論ℂᑼߦࠇߘߣኻᔕࠆߔ↪ࠆ߹߈ࠄ߆⌀୯ߩቯ⟵߽⚳ޕࠆߡߞࠊ 
 ⌀୯ߣᗧߩቯ⟵߽⚳ޕࠆߡߞࠊ 
㑐ଥᑼ એߩ⸥ภ論ℂޔ‛ℂ↪ޔ♖↪ߩߘߣၮᧄⷐ⚛ߩ᭴ᚑߩᣇߪ⸥ภ論ℂߣ‛ℂ/♖/ᐲ↪ޔࠅߢౕߦࠄࠇߎߪਔዻޕߚߡߒ 
 ޕࠆࠇߐ⟵ቯߡߒߣ୯⌀ߩߢ㊀᭴ㅧੑߩ↪ߚ߹ߥ⊛論ℂߪ㑐ଥߩࠄࠇߎ 
 ᗧߪ⌀୯ߣ⌀୯ߩ㑐ଥ߿論ℂߣ⌀୯ߚ߹ޔ↪ߣ⌀୯ߩ㑐ଥߡߒߣቯ⟵ޕࠆࠇߐ 
 એߩ㑐ଥᑼߢ␠会ੱޔ㑆ޔⵝ⟎ޔ⥄ὼߩߡߴߔߩⷐ⚛ߣ㑐ଥ߇ቯ⟵ߢߩࠆࠇߐ␠会ߩၮᧄᰴరߪቯ⟵ޕߚࠇߐ 



ၮᧄᰴర ߢߎߎၮᧄᰴరߪሽߩᒻᘒࠍ෩ኒߦߩߡߴߔࠆ߈ߢⷐ⚛߇ዧߩࠄࠇߘޔࠇߐߊ㑆ߩ㑐ଥᑼ߇ቯ⟵ߢߣߎࠆࠇߐቢ⚿ࠆߔ႐วߦၮᧄᰴరߣ߫ࠇ

 ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎ߱ߣၮᧄᰴరࠆߌ߅ߦ会⑼学␠ߢߩࠆߡߒߚḩࠍߡߴߔࠄࠇߎߪ⟵ቯߩએޕࠆ߇ᩰ⾗ࠆ 
 40年એ೨ߦ⥄Ꮖߚߒ⺖ߦ⺖㗴ޔߒ߆ߒޕߚߒ߹߈ߢ߇ߣߎߊ⸂ߪᦨೋߩ⋡論ߕߡߞ⊓ߓࠃࠍߌ߇ߛ߹ࠅߥߣߎߣㅜਛࠅ〭ߩ႐ߦ㆐ޕࠎߖ߹߉ߔߦߚߒ 
 એߩ⠨ኤ߈ߠߣ߽ߦ৻⥸ᨒ⚵ࠍߺᒻᚑࠆߔᔅⷐޔ߇ߔ߹ࠅ߇ᐲੑߩ大ⷐ࿃ࠆߢ⽻ᐊ論ᮭߣജ論ߡߟߦ⺑ోߒ᭴ㅧ߿ᔨߩታࠅࠃߦㅢߡߚࠍߒ

 ޕߔ߹ߒ⺑ࠍߺ⚵ᨒ⥸৻ࠄ߆ߡ
⽻ᐊߩ৻⥸ᨒ⚵ߺ論 
  ⷰ
٨ ⽻ᐊ ⽻ᐊ߁ߣታ⇇ߪߣߩ⇇ޕߔ߹ࠅ߇ 
 ⽻ᐊੱߪ㑆␠会ߩੱ߿෩ኒߥ⸥ߩߡߒߣᓎഀࠆ߁ߒߚߪࠍ↪ଔ୯ࠅߥߣߎߪߣ৻ర⊛ߥታߌ߆ߣ㔌ޕߔߢߩ߽ߚࠇ 
 ⽻ᐊଔ୯ߪታߪߦሽޔߕߖଔᩰ߇経済ߩᦨㆡ⁁ᘒࠎࠈߜ߽ߪߩߥߐߒࠍ㧝‛㧝ଔ߽ޕࠎߖ߹ߜߚࠅߥ 
 ޕߔ߹ߒߣ⇇ᐊ⽻ߕࠄߣߪ߁ߣ⇇ᐊଔ୯⽻ߢ↱ℂߩߎ 
٨ ‛ ᤨⓨᄌ឵߇ᡰ㈩ߩ‛ࠆߔ⇇߇ሽޕߔ߹ߒ 
٨ ⴕേ 㘩‛ࠍ₪ᓧߣߥ߈ߢᱫᤨ߁ߣߧ㑆ߩਅੱߚࠇ߆߅ߦ㑆ⴕേߪ឵ߩ‛ߊߥߢ₪ᓧޕߔߢ 
 ( ᄌ  ឵  ޕߔ߹ߡߒ߆േࠍ‛ߦਅߩ࡞ࡠ࠻ࡦࠦߥ⊛ర৻ࠅࠃߦᚲߪ㑆ੱࠆߔࠍ↪ℂ⊛‛߆ߟࠍᯏ᪾߿りߦߚߩߎ (
٨   ౕ ⽻ᐊ⇇ߪߢ⸥ภ論ℂߩၮᧄⷐ⚛ߚߒ␜ߢಽ㔌ߩઁࠅࠃߦ(  )ߔߒࠍ⽻ᐊߣ㓒㔌ߚࠇߐᩣᑼᐲ߿㌁ⴕᐲ߇ሽޕߔ߹ߒ 
 ( ᩣ ) ᩣᑼߪ⽻ᐊߩᚲ⠪߇⚿集ߡߒ⽻ᐊ⇇ߣઁߢಽ㔌ߚߒᨒޔߒߛࠅߊߟࠍ 
 ડᬺߦ↥↢ޟ߁ߣ㑐ࠆߔ⋡ᮡ㨯ᐲ㨯ⴕേℂᔨߣޠ⚿วࠆߍߣࠍ⁁ᘒࠆߥߣᐲޕࠎߖ߹ࠅߥ߆߶ߦ 
 ޕߔߢᐲࠆߔᒛࠍᐊᯏ⢻⽻ࠆߢ⚛േຬⷐߩਗ߱ੱ㑆ߣᄌ឵♖ޔ論ℂᄌ឵ޔⓨᄌ឵ᤨޔࠅߢ⟎ⵝߔ߹ࠍᄌ឵ജߩ会␠ߪࠇߎ 
٨   ౕ ㌁ⴕߪ⽻ᐊ⇇ߩߢ⚿集ⵝ⟎߇ߔߢ⋥ធ↢↥ߣ⚿วߡߒ৻化ߕߖᄙߊ集߹ߒࠄᷫࠍࠢࠬߢߣߎࠆ⾗㊄ߩోࠍน⢻ߣࠆߔߦ 
 ( ㌁ⴕ ) ߁ᗧޔߢᩣᑼߦ߁ࠃߩ⽻ᐊ⇇⥄ߦᐲ⊛ᨒߊߥߪߢߩߟ߽ࠍ⽻ᐊ⇇ߣ↢↥⇇ߩႺ⇇ߡߒߣ( ࠲࡞ࠖࡈ )࠻ࠥࠆߦ ޕߔ߹ߡ 
٨ ᐲ ߪߢߎߎᐲߦࠎߚࠍડᬺߦ↥↢ޟ߁ߣ㑐ࠆߔ⋡ᮡ㨯ᐲ㨯ⴕേℂᔨߣޠቯ⟵ޕߔ߹߈߅ߡߒ 
 એߥ⊛⥸৻ߥ߁ࠃߩ⸥ㅀߪߢߣߥࠄ߆ࠊ߆ࠆߡߒߣࠎࠊ⸒ࠍᕁޔ߇ߔ߹ 
 ⽻ᐊผߦ߁ࠃߩࠅ߆ࠊ߅ࠄ߆ೋᦼߪߦ⽻ᐊࠆߥࠎߚߪ‛⽷₪ᓧᚻᲑޔ߇ߩ߽ߚߞߢ 
 ὑᦧᤨ߁ߣⓨᄌ឵ᚻᲑࠍ₪ᓧޔߒ 
 ㌁ⴕ߁ߣ⽻ᐊࠍㅢ߿ੱߡߒડᬺߩ↥↢ߦౕࠍᛩࠆߔ␠会⊛ᛩᐲࠍ₪ᓧޔߒ 
 ߊߥߢૐᷫᚻᲑࠢࠬߥ߁ࠃߩ㌁ⴕߺ߁ࠍᐲߩߩ߽ߩߘ⇇ᐊ⽻߁ߣᩣᑼߪߦࠄߐ 

 ડᬺߦ↥↢ޟ߁ߣ㑐ࠆߔ⋡ᮡ㨯ᐲ㨯ⴕേℂᔨࠍޠᜬߣ❰⚵ࠆߔㆇหࠍഃ⸳ࠅࠃߦߣߎࠆߔ 
 ޕߚߒ߹ߒഃᆎࠍᐲࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߓᛩࠍ㊄⾗ߥ大⩨߃ࠅਸ਼ࠍࠢࠬ 

٨ ੑ大ᐲ ⽻ᐊߣ⽻ᐊߩ↪߇ࠅߚߒᐲߪ論ℂᮭജੑ߱ࠄߥߣ❰⚵ߣ大ᐲߩߎࠅߢᐲߩ৻⥸ᨒߣ↪ߦ߉ߟࠍ⺑ޕߔ߹ߒ 
⽻ᐊߩᄌ឵ജߩ৻⥸ᨒ⚵  ߺ
 ⽻ᐊߩᨒ⚵ߪߣߺ⽻ᐊߩ↪ࠆߔᐲᨒߩߢ⽻ᐊߩ↪ࠍ㗴ޕߔ߹ߒߦ 
⽻ᐊߩᨒ⚵ߪߺ㧟ߩߟၮᧄⷐ⚛ޕߔ߹ࠅ߇ 
٨ ᤨ㑆ⓨ㑆ᄌ឵ޔ⸥ภ論ℂᄌ឵ߩߟߚ߰߁ߣၮᧄᨒ ψ  ᤨⓨᄌ឵ߪὑᦧޔ⸥ภ論ℂᄌ឵ߪᩣᑼ会␠ޕߔߢ 
٨ ⽻ᐊⓨ㑆߁ߣ⁛⥄ሽߣ⽻ᐊߩ⽻ᐊⓨ㑆ߩߢၮᧄ↪ ψ  ⽻ᐊⓨ㑆ߪ₪ᓧ↪߁ߥߎ߅ࠍ (ౕ⽻ᐊ)ߩዻࠆߔⓨ㑆ߢ⽻ᐊⓨ㑆ߦᩣᑼ会␠ߪᚑޕߟ┙ࠅ 
٨ ᐲ߿ⵝ⟎ࠆߌ߅ߦ⌀୯ޔౕޔ↪ଔ୯ߣ⽻ᐊߩ㑐ଥ ψ  ⽻ᐊߪ♖ߣ‛ℂߩߢ↪ଔ୯ߩ⌀ࠅߥߣߎߣଔ୯ߊߥߪߢ₪ᓧᚻᲑޕߥ߆ߒߢ 

⽻ᐊࠆࠊߟ߹ߦၮᧄ↪⚛ߩ論ℂၮᧄⷐ⚛ࠍ߁ቯ⟵ 
٨ ⅣႺߣ⽻ᐊᄌ឵ജߩ㑐ଥ 
 Σᩣᑼ 
 ᩣᑼ会␠ߣᩣ 
 Ꮒ大⚵❱ᐲᮭޔജᐲޔẢ₪ᓧน⢻ᕈޔᜬ⛯ᕈޔ 
 Τ⽻ᐊᏒ႐ 
 ΥᏒ႐ߣડ /ᬺᎿᬺᚻᎿ  ᬺ
٨ ᐲߣᄌ឵ജ 
 ΣǛᩣᑼޔᐲℂᔨߩߣ⚿ว  ␠会⚿集ߩߡߒߣᄌ឵ജߩᨒ  ኈེߩഃㅧ 
  Ǜߣχ 
 Τὑᦧ ᤨⓨᄌ  ឵
 Υ㌁ⴕ Ǜ࠲࡞ࠖࡈߣ 
٨ ↪ଔ୯ߣ⽻ᐊଔ୯ 
 Σ₪ᓧ㧗ᛩജЊ‛ℂᄌ឵ࠆࠃߦⅣႺ᭴ㅧ 
٨ ⚿論 
  㑐ଥᑼߩ♽ߩߡߒߣ⸥ㅀᨒ 
 ࡞࠺ࡕ ٨
 ޕߔ߹߈ߢᒻᚑࠍ࡞࠺ࡕߢߣߎߔࠊߣታࠍଥᢙߩ㑐ଥᑼߩࠄࠇߎߪߦࠆߊߟࠍ࡞࠺ࡕ  
  ᤨ㑆ߩ㑐ଥߢᱧผࠍᢥ論ߡߒߣ論ߩࠄࠇߎޔᤨࠆߓ⸥ᨒߦ⸒ޕࠎߖ߹ࠅ߆ߒࠆߔ 

論ℂᮭജߩ❰⚵ߣᨒ 

ၮᧄᨒ⚵ߣߺ↪ߩ৻⥸ᒻ 
 Logic ৻⥸ᨒߣ↪ߩ৻⥸ᨒߩߟߚ߰ߩ৻⥸ᨒ߇㗴ޕߔ߹ࠅߥߦ 
Logic 
 Logic ᜬࠍᩮߦਔᣇߩታߣ⣖ࠇߐ᭴ᚑࠅࠃߦшߪ⚛ၮᧄⷐߩߘޕߚߒ߹ࠇߐ⟵ቯ߇ᗧߣലᕈࠇࠄߌኻᔕઃߣ↪ߩᐲ߿ℂ‛ߩታࠅࠃߦ୯⌀ߪߡߟߦ

 ޕߚߒ߹ߡߞ



 ↪߽ߣߞ߽ߩലߥ㕙߇ⷞ⇇߃ߚࠍ 

ᐲ化Ꮢ႐ߣ論ℂᮭജ 
  Ꮢ႐ᤨߪⓨᄌ឵ޔᐲᄌ឵࡞࠺ࡕߩߡߒߣ 
  論ℂᮭജߪ⸥ภ論ℂ㕙 
  㐿ნࠞߪࡑౕࠬߣ↪㕙ࠍਛᔃ࡞࠺ࡕߚߒߦ 
  第ਃ⠪ࠥߪࡓᐲߩ⏕₸⊛ബࠍਛᔃ࡞࠺ࡕߚߒߦ 
ᩣᑼ࡞࠺ࡕߩ 
ᩣᑼ会␠߁ߣᐲࠆߡߖߚߚࠅߥࠍ  ౕ
 Ꮢ႐ߩ㜞ᐲ化ߡߒߣߟߣ߭ߩᩣᑼ会␠ࠍಽᨆ߈ߣߚߒᩣᑼߪߣ⽻ᐊⓨ㑆ߢᨒߚࠇࠄߤ集ว( )ߡߒߣሽߩߎߒᨒߪડᬺ߁ߣᏒ႐ߢߊ論ℂᮭജχ߇集ߒ⼏

Ǜ߁ߣᚻᲑࠍㅢߡߒ論ℂᮭജχߦ㑐ਈޕߚߒ߹ߒߣࠆߔ⽻ᐊ⇇ߣ‛ℂ㧩論ℂ⇇߇ᩣᑼ߁ߣᐲߩߎޕߔ߹ߡࠇ߇ߥߟߢᩣᑼ߇⽻ᐊ⇇ߣ‛ℂ㧩論ℂ⇇

 ޕߔ߹ߺߡߒ化࡞࠺ࡕߢߩߔߢ⊛ဳౖߡߒߣߩᒻᑼ⊛⸥ㅀߩౕߪ᭴ㅧߋߥߟࠍ
 ኻ᭴ㅧߩߢౝࠢ࠶ࠫࡠ
 ↪ߣⅣႺߦ߁ࠃߚߒ߹ߒߒߢ↪ߣⵍ↪⚛(ⅣႺ)ߩኻࠅࠃߦ↪ߩޕߔ߹ࠅ߹߈߇߈␠会⊛ౕࠆߥߣ⸥ภ論ℂⷐ⚛߽⸥ภⷐ⚛ห჻ߩ㑐ଥߢ↪ߣⵍ

 ޕߔ߹ߡߒߒࠍߣߎ( ψ )ߊࠄߚߪߦ論ℂⷐ⚛B߇論ℂⷐ⚛Aޕߔ߹ߒࠊࠄߣAψBࠍ㑐ଥߩߎޕߔ߹ߜ┙ࠅᚑ߇㑐ଥߩ↪
 ޕߔ߹ߺߡߺࠍࠇߎޕߔ߹ࠇߐቯ߇↪ലᕈߩᩣᑼ৻නࠇߐቯߢ߈ߩ⚛論ℂⷐࠆ߹߈ࠄ߆⢛᥊ߪ߈ߩߎ 
 ⇛⋬ ⟵ᒻᑼ⊛ቯߔࠍ₸⏕

⚿論 

Σ. Ꮢ႐ߩᱧผಽᨆࠄ߆Ꮢ႐ᮭߪജᮭޔࠇࠄߊߟࠅࠃߦജߩ⊒ዷߦ߽ߣߣᏒ႐ߩᄌ឵⢻ജߪ大ߊ߈㘧べޕߚߒ߹ߒ␜ࠍߣߎߚߒ 
Τ. ᐲߩ⸥ㅀᨒ⚵߆ࠆߡߞߥߦ߁ࠃߩߤ߇ߺಽᨆޕߚߒ߹ߒ 
Υ. ⸥ㅀᨒ⚵࡞࠺ࡕࠍߺ化ߢ߹ࠈߎߣࠆߔᜬޕߚߒߢࠎߖ߹ߌߡߞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

એਅⰬ⿷ߔߢ 
 ⟵ቯߩ࡞ࡖࠪࡦ࠹ࡐ
 ੱߩᜬߟ⌀୯ߩǛ Ј ⏕₸↪ Ј ẜ 
 ᐲǛ ⵙ್ޔቭޔ‛ᦠ߈ Ј 経〝 Ј 㗼化 
 ࠆߔផ進ޔࠆߔⷙቯࠍ↪ᒻᑼ ㆇߩǛ ࠡ࡞ࡀࠛߩߟߚ߰
 ➙
 ⸥ภ論ℂⷐ⚛ 㧗 ߩߟߞࠃ↪ 㧗 ᣢሽߩⷐ⚛ߩ集วߣᔕ᭽ᑼߩߡߒߣⅣႺ᭴ㅧ 㧗 ⏕₸᭴ㅧ 㧗 ౕⷐ⚛ߩബ 
  χ 
 ↪ߩ৻⥸ᒻੱߣ㑆᭴ㅧේℂ 

 ࡞࠺ࡕ
 ᢥ論     ⴕേߣⅣႺࠆࠃߦലᕈߣේࡊࠗ࠲   ψ ᨒ⚵ߚߒ߹ߒ␜ߪߺ 
 論ℂᮭജ 㧗  ᮭജߩ論ℂ⊛ಽ⸃࡞࠺ࡕ ( ࠆࠃߦࠬࠢࠕಽ㔌 ) ψ 論ℂᮭജ 
   χ 㧗  ৻ឨᐲߩᚑ┙ ( ᴺ⊛ᮭߩ߳ࠇߘߣᛆり )   
 Ꮢ႐     ᤨⓨᄌ឵ᨒߣലᕈ 
     論ℂᮭജߩᄌ឵ജߣⅣႺߩߡߒߣᏒ႐ߩ㐿ᜏ 
   Ꮒ大⚵❱ߩฃߌࠇⅣႺߣ↪ലᕈߩ㒢ቯߩᛂ⎕ 
 論ℂᮭജ 
 第ਃ⠪ࠥࡓ 

ᔕ論 
 論ℂߣ↪ࠅࠃߦ␠会ੱޔ㑆ޔⵝ⟎ࠍ⸥ㅀߩߎޕߚߒ߹߈ߡߒ⸥ㅀޟࠅࠃߦᐲ߇ᕁᗐ㨯ᐲᚻᲑ㨯ੱߩᔕ߿‛⽷㨯ᕁᗐ㨯 㨯ੱᐲᚻᲑᤨߩⓨ⒖േ߁ߥߎ߅ࠍ↪ޠ

ᚻᲑ㨯ߩߊᄙߊߥߪߢ↪ߩᚻᲑߩ⁛නߪᐲޔߒ߆ߒޕߔ߹߈ߢߦ෩ኒࠍߣߎࠆߔࠍ 㨯ੱᯏ᪾ߺ⚵߇วࠅߐࠊ⁁ᴫߦᔕߡߓㅪേߡߒേߩߘޔ߈ਛߢౕߩⒿേ

㗫ᐲޔߢࠈࠈߪㅪ㑐߽⁁ᴫࠅࠃߦᄌ化ޕߔ߹߈ߡߒ 
ࠊ߇ߣߎߥᔅⷐ߇ߣߎࠆߔㅀ⸤ࠍⒿേ᭴ㅧߊ߰ࠍ₸⏕Ⓙേߩ⚛ⷐࠆߔ᭴ᚑࠍᐲߪߦࠆߔㅀ⸤ࠍ߈ࠄߚߪߩᐲߊߥߪߢߌߛ↪ߣ論ℂߦනߣࠆߺߦ߁ࠃߩߎ 

 ޕߔ߹ߒࠍၮ␆ಽᨆߩߘߡߒߣᐲ⏕₸ᔕ論ࠍࠇߎޕߔ߹ࠅ߆
⸥ภ論ℂ߿‛ℂ/ᐲ↪߱ࠄߥߣၮᧄᑼ 
 ⏕₸᭴ㅧߩᑼ  ೋᱠ⊛ߥᑼࠍ論ℂᮭജߩᦨᓟޕߔ߹ࠅߡߒ␜ߦ 



 
 化学ᔕ論ߩᑼ 
   ৻  ( ᗧߩߟߚ߰ߩ↪ ) 
 ψ path 
 Logicᨒ 
 ψ ゲߣᗧ㕙  ON/OFF౮ ψ ᗧ   ᔕ⏕₸ 
  ᗧߩᄌ  ឵
  
   㐿ნࠞࡑࠬ  ψ logic/ਥ ᗧ/ᓥ  ᗧߩᩭ᭴ㅧ化࡞࠺ࡕ 
   第ਃ⠪  ψ ᗧ/ਥ logic/ᓥ  ᗧߩォ឵࡞࠺ࡕ 
   論ℂᮭജ ψ path/logic 
   ਛ  ψ ౕߩᒻᑼߣ↪ 
      ᮭജߩಽഀᮭߣ㑐ଥ 
   ᄌ↪ᮭߣജߩಽ 

論ℂᮭജ࡞࠺ࡕ 
  ᒻᑼ⊛ᐲ㨯㕙 
 Path   ⸥ภ論ℂߣ〝回࠲ࡘࡇࡦࠦ   
  Ј ⌀୯߳ߩ⸃ᶖ 
   ( ↪ߩߣኻᔕߣ⏕₸⸘▚ේℂ ) 
   ‛ℂ㧩論ℂ↪㨯㕙 

  ⌀୯ߣᗧᒻᚑ㨯㕙 
   ゲ 
   ౕߩ᭴ᚑ  ⷐ⚛ߩЈlogicⷐ⚛化  ψ ⏕₸ㅪ㎮ߣ㓚᭴ㅧ 
 ↪㕙 
‛ℂ↪ߩේℂߩߡߟߦ⿷ 
 ٨ ᛬ࠅߣߒኻ⒓ᕈ 
 ᛬ࠅ߇ߒ‛ℂ↪ߩߡߟߦ৻⥸ᨒ⚵ޕߔ߹ࠅߥߣࠠߩߺ 
 ᛬ࠅࠅࠃߦߒ化学ᔕኈེߩౝㇱߢኒᐲ᷷߿ᐲ߇ࠇߚᔕ߇ᓮੱޔࠇߐ㑆ߦ↪ߥ․ቯ߇⾰‛ߩᓧޕߔ߹ࠇࠄ 
 ޕߔ߹ߡߞߥߦၮᧄේℂࠆߔߦน⢻ࠍ⟎化学ᔕⵝߪߒࠅ᛬ߦ߁ࠃߩߎ 
 ޕߔ߹ࠅߤ߽ߦరߢቯᦼ৻ߡ߅ߦ⟎㈩ߩᯏ᪾ౝㇱߕࠄߥ߆ߪㇱຠߡ߅ߦᯏ᪾ޔߪߟߣ߭߁߽ 
 ޕߔ߹ࠅߥߊߥ߃ߪߣᯏ᪾ࠅߥߦࠄ߫ࠄ߫ߪᯏ᪾ߢᠲߩᐲ৻߫ࠇߌߥߢ 
 ᯏ᪾↪߇ታⴕᤨࠆߔⓨᄌ឵ߩߎߪ᛬ࠅߒ↪ޕߔ߹ߡߞࠃߦ 
 ᛬ࠅᤨߪߣߒⓨᄌ឵ޟߩኻ⒓ᕈޔࠅߢޠኻ⒓ᕈߩ․㐳ߥࠈࠈࠅࠃߦ↪ޕߔ߹ߓ↢߇ 
 ޕߔߢᯏ᪾ߪᐳᮡᄌ឵ߣ㑆ᤨࠆࠃߦㆇേ㊂߿ജޔࠅ߇ኈེߥ߁ࠃߩ⟎化学ᔕⵝߪߡߒࠎ߆ߦ₸⏕߫߃ߣߚ 
 ኈེߪߦ化学ᔕߊߥߢߌߛવㅍ✢ߦ߁ࠃߩࡃࠗࠔࡈࠬࠣ߿ 
 ․ቯᣇะએᄖߪ᛬ࠅࠅࠃߦߣߎࠆߔߒ㐳〒㔌ߩવ㆐ࠍน⢻ޕߔ߹ࠅ߇ߩ߽ࠆߔߦ 
 ޕߔ߹ࠅ߇⒳ੑߩߩ߽ߚߒ↪ࠍ㖸ᵄߣߩ߽ߚߒ↪ࠍ㔚⏛ᵄߪߦ⟎ᝄേⵝߩߟߣ߭߁߽ 
 ᝄേⵝ⟎ߩ大ㇱಽࠆߒࠍ㔚⏛ᵄⵝ⟎ߪ㔚႐ߩᄌ឵߇⏛႐ߩᄌ឵ࠍޔߒߎ 
 ⏛႐ߩᄌ឵߇㔚႐ߩᄌ឵ࠍ߁ߣߔߎ․ᓽޕߔ߹ߡߞ߽ࠍ 
 ⏛႐߇㔚႐ࠍ߮ౣߡߒ⏛႐߁ߣࠆߓ↢߇ᗧߪߢ᛬ࠅߩߒ৻⒳ޕߔߢ 
 㧣ߩߟ‛ℂᰴరߩߎߣ↪㑐ଥࠍࠆ᛬ࠅߒ᭴ㅧࠅࠃߦᯏ᪾ޔ化学ᔕޔኈེޔᝄേⵝ⟎ޔ߈ߢ߇ߣߎ߁߆ߟߦ⊛⛔♽ࠍ 
 ᯏ᪾ⵝ⟎ߪߡߟߦ‛ℂ↪ࠍၮߚߒߦ৻⥸⊛⸥ㅀᨒࠍർᶏ大会ߢឭޕߚߒ߹ߒ 
 ٨ ขࠅᦧ߃น⢻ේℂ  ⟎឵ේℂ 
 ↪ߣ↪߁ߥߦࠍᜂࠅ߇ߟߚ߰ߩᜂ߫߃ߣߚߪߣㇱຠޕߔߢ 
 ޕߔ߹ࠅߥߦߣߎ߁ߣࠃ߽ߢߩ߽ߥ߁ࠃߩߤ߫߃ᜂࠍ↪ℂ‛ߥᔅⷐߦ⟎ⵝޔߢน⢻߃ᦧࠅขߤߥ⁁ᒻ߿⾰᧚ߪㇱຠߩߎ 
 ⸥ภ論ℂ߿♖߽ߓߥ߅߫ࠇߺߣޠߩ߽ޟ㑐ଥޕߔ߹ࠅ߇ 
 ٨ ⏕₸᭴ㅧේℂ 
 化学ᔕⵝ⟎ߚߒ␜ߢౝኈޕߔߢߓߥ߅ߣ 
 ޕߔ߹ߒߚߪࠍᓎഀߥ㊀ⷐߦ߈ߣࠆߓ論ࠍ会ᐲ␠ߪߡߟߦࠇߎ 
 
Ꮢ႐ߩᨒ⚵ᮭߣߺജߩᨒ⚵  ߺ
り⥄ߒ᭴ᚑࠍ論ℂࠅߢᚻᲑࠆߔᄌ឵ࠍゲߩ❰⚵߿会␠ߪജᮭޔߒ߆ߒޕߚߒ߹߈ߡߒჇ大ࠍ論ℂ⊛ᄌ឵⢻ജ߿ⓨᤨߦ߽ߣߣᄌㆫߩᏒ႐߽ᮭജ߽ᤨઍߦ߁ࠃߩߎ 

ޕߚߒߢ㌁ⴕࠅߢὑᦧࠅߢᩣᑼߪߣᨒߩᏒ႐ޕߔ߹ࠅߦ㑐ଥ߁ߣߊേߢਛߩᨒߚߒ▽᭴߇論ℂᮭജߪᄌ឵᭴ㅧߩᏒ႐ޔߒኻߦߩࠆߢᐲࠆߣࠍ論ℂ᭴ㅧ߇

ᩣᑼߪߣฦੱ߇ᚲࠆߔ⽻ᐊߩⓨ㑆ࠍᩣ߁ߣᒻᑼߢಽ㔌ޔߒಽ㔌ߚࠇߐⓨ㑆ࠍ‛߇ᚲ߁ߣࠆߔ᭴ㅧߜࠊߥߔᐲࠍᒻᚑޕߔ߹ߡߒ 
 ৻ᣇޔ論ℂᮭജߪ 
 

⚿論ߡ߃߆ߦ 
᥉ㅢߣ࡞࠺ࡕߩ↪ᄌ឵ߩ࡞࠺ࡕ㆑ߣฦߩޘ⸥ߩᣇ 
 ᩣᑼޔ㌁ⴕޔᏒ႐ࠍߩߢ߹߹ޕߔ߹ߒߦ⺑ࠍ೨ឭޕߔ߹ߒߦ 



᥉ㅢ࡞࠺ࡕߩ 
ᩣᑼޔ㌁ⴕޔᏒ႐ 
 ฦᩣᑼ会␠ࠍ⸥ภ߃ᷝߩሼࠆࠃߦ集วಽ ( )i ޔߒࠊࠄߡߒߣχFilߩᷝ߃ሼߪ↪ߩ⒳㘃ߩޕߔߢ 
 ( )kb   ᩣᑼ 
 㨊   㧝ᩣ    㨊ߩઁߡߞߣߦ㨊ߪⅣႺޕߔ߹ࠅߥߦ   㑐ᢙ Ǜ㧛( ) ߩⷐ⚛ 
 Ǜ( )   ⼏           χ 
 Ǜ㧛( )    ᨒౝߩߢᲧ₸  Ј ᩣᑼ↪       Ǜ㧛( ) 㑐ᢙ 
 χFil   論ℂᮭജⷙቯ 
 㧖E   論ℂᮭജ ( ડ  ᬺ )        
 ψ   ⾗㊄ߩᵹ↪   Ј ㌁ⴕ↪  ߇ߟߞߺߩߎᩣᑼߩ↪ߩቯ⟵ޕߔ߹ߡߞߥߦ 
 ( )ba    ┹ว⾗㊄    ┹ว 
 
論ℂᮭജ 
 ㌁ⴕߣડᬺߩ㑐ଥߦ㘃ૃߚߒ㑐ଥ߇論ℂᮭജߣ 
 ⚐☴ᮭജ㧖߇ߛߺߩߟߣ߭ߕࠇ߱ߟߪડᬺ㧖Eߪ┹วޕࠆࠇ߱ߟߒ 
 
 એߪ᥉ㅢࠆࠇߐ▚⸘߽ߢ࡞࠺ࡕߩౝኈޕߔߢΣ. ‛ℂ↪㧩⸥ภ論ℂߊߠߣ߽ߦ⸥ㅀᨒ( ർᶏ大学大会 )ޔΤ. ੱ㑆ේℂߊߠߣ߽ߦ⸥ㅀᨒ( 京都大学大会 )ޔ
Υ. 論ℂ㧩ᗧ㧩ⓨ㑆ߊߠߣ߽ߦⴕേ⸥ㅀᨒ( ᧂ⊒ ) A. ಽᬺⓨ㑆ࠆࠇ߹↢ߡ߅ߦኻᢙᱜⷙ㧩౹ಽᏓޔB. ߣࡓࡈᔕ⏕₸᭴ㅧߣゲォ  ឵ ( ᔕኈེⵝ⟎⋧

ᒰ ) C. ‛ℂ↪ߣ⸥ภ論ℂ↪߇วᚑߚࠇߐ↪ᄌ឵⸥ㅀᨒࠅࠃߦ⸥ㅀࠆࠇߐᐲߩߡߒߣᏒ႐ ( ᯏ᪾ⵝ⟎⋧ᒰ ) 
㐿ნࠞࡑࠬ 
 論ℂᨒߣ⌀୯ 
 ⅣႺ㧛↪ኻߣⴕേᒻ( ⴕേᨒ )ߩ㒢ቯ  
 ⚿วゲߩଔ୯化 
 
ᗧ㧩⌀୯ߩ↢ᚑ  ゲࠍࠇߘߣਛᔃߥ⊛₸⏕ߚߒߦⴕേ㈩⟎ Ј ⌀୯ޔゲ化ޔ⸥ภ論ℂ( 㧕Ј ⌀୯ߣゲߩ㑐ଥࠆࠃߦᗧ化ޔ 
⚐☴ᮭജߣⶄว化 
 ౕ㧩㧞ὐࠕࡍߩ化ޔ ነ進ޔ⼊⼔   ዻ Ј ቯဳ↪ߩᚑ┙  
 ⡯ޔ৻ឨޔነ進ޔ 
 ᚲᮭߣᚲ (ᮭ   ޔߩ ౕ(
 ⓨ㑆߳ࡄޔࠬࠢࠕߩ  ࠬ   Ј   ⸥ภ論ℂ 㧛 回〝  
 ነ進ߣଂ 
 ੱ㑆ߩౕ化 
 ᓮᕲߣᄺ   ᐲⅣႺࠆࠃߦⴕേߩ㒢ቯߣ⌀୯ޔᗧߩᚑ┙  
ᔕ論 
 ⷐ⚛ߩ࡞ࡖࠪࡦ࠹ࡐߣቯ⟵߇ᔅⷐ 
 ⟵ቯࠆࠃߦⅣႺߪ࡞ࡖࠪࡦ࠹ࡐ 
ᩭߣ論ℂߣ⌀୯ 
 ޕߥ߈ߢ⸤ࠍᩣᑼߢภ論ℂ㑐ଥ⸤߫ࠇߌߥ߇㑐ଥߩᨒߣ⚛ⷐߩ߉ߟ 
 ᕁᗐޔⴕേⷐ⚛ߣᨒ (  ) 
⌀୯ 
 ‛ℂ↪ߣ⸥ภ論ℂߺ⚵ߩวߖࠊ 
 ↪ലᕈޔᄌ឵↪ലᕈ 
  ( ᛛⴚ㐿⊒ ) 
 ↪㕙ߣ⌀୯ߩቯ⟵ 
↪ᄌ  ឵
 ↪ᄌ឵ࠍၮߦ㏜↪⚛ࠍቯ⟵ޔ߆ࠆߔ 
 ⓨ㑆߿集วޕࠆߡߒ␜ࠍ⚂❗ߩ 
 ᤨⓨᄌ  ឵     
 ⓨ㑆ᄌ  ឵
 Ꮕߩ₸⏕   
 ᤨ㑆ᄌ  ឵
 集วᄌ  ឵
 Ḯ↢⊑ߩᏅߩ࡞࠺ࡕ
 ੱ㑆ේℂ ߣ ዉࠆࠇ߆⸥ㅀᨒ  ( 京都大会 ) 
 ‛ℂ㧩論ℂ⸥ㅀᨒ    ( ർᶏ大会 ) 
 ᦨㆡᄌ  ឵
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�k��àÇËë%uFĂ  

��8F�áGEe7ï½`ÝÐÛ  
 

�´4646¸�k6����US¿ �w¾�+ 

 

1.¿ âÑæà  
 

¿ ¯?À�ih�k6À$�ih�k6á#YÈéÀ·7%uFà:Òë�(¶C

É¾äÙÛÄëÁ¡ÅäÜçßÊÀ·7%uFÝâÀH.A.Simon(1982)áT+Ð×bD

ÜÀGEe7�á�©Ý¢���á·zï�Jà�ì×%u|²Nï�ÒbDÜ

ÃëÁÐÈÐßÉéÀ±"àÇÄÛçÀt/àÇÄÛçÀ%uFÉïPÐ�ÒáÈà

ÚÄÛâ�ÕìÖìÜÀ�%ußj�ÉÕÍÈÐÍàV�ÎìëÁ1fx�(2006)â

ÍÅÐ×j�ï-�ÐÀ%uFá3�FÝ)ðÜÄëÁÏÙÝWÆ�Ì×ØËÜçÀ�

k%uFÀ8«%uFÀK�%uFÀqg%uFÀ}|%uFÝÄÅ¡�É~�á

 �ßd®a£áßÄääÀ!à%uFÝ)ãQÛéìÛÄëÁ�k��áX�ÜÀ

ÝêîËµ�ßáâÀ�k%uFÜÃíÅÁ�k6ÜâÀU�á�k%uFâúýñ

óùüòôá�7Ý'�à�îìÛÇêÀn·á¦���ïOÙ×�k��É�v[

4�À�m[4�,½ï ÊÍÝÝ�ÆéìÛÄëÁÐÈÐÀ8ºàâÀÞá.º|�

k6»¥ï�ÛçÀÍáèÅßU�á¬%uFï�7Ð×u¨ý÷ÿàâäÓÇ}à

ÈÈéßÄÁåÐíÀ%uFáR5ï<Ð�æÛÀÄÈàG2Ü¼{Ä*½ïRÊê

�ÒÈáYÉÀôûāøß�k6Aá[¯ái�ÜÃëÁ	YÀ$�ihá�k6

�âÝ¡ÅÝÀZI�oÝÐ×�ih=¬%uFÝÄÅĀõöÿªêÈé^ØàMË�

ÔÛÇéÓÀBÙÛÕá�k6L�ç¹�HÉlÄÀ��ßa£à�ÐßÄ
pÉ

3ÄÁ 

¿ _�á}|âÀ�k��àÇËë%uFàr�á�0Èé�9ï�ÆÀ�ihÀ

$�ihÝÄÅ�0á~�ï�ÐÀèê\vß%uFbDác�ï}PÒÍÝÜÃëÁ

ÍÍÜâÀu¨ý÷ÿÈé�§Îìë��|%uF(normative rationality)Ýt8�9

Èé;�Îìë¤°|%uF(descriptive rationality)ÝÄÅ 2Úá%uFï�ÝÐÛÀ

��8F(þôò)�áGEe7u¨á��u¨ÜÃë��|�s¨Ý]@�vu¨

                                                
+ Â606-8501�´>=��&w_y�´46�k6³¿ E-mail: ida@econ.kyoto-u.ac.jp 
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ö/AòW"ąl±çā1Ù 

× �±���¼ñ÷&uO��àØiG'��¼ñ÷��O��àØêĂëĂö

�¼àV�çāìûö®½ñÚāÙ³ÛYÝĂøØ&uO��ò��O��÷Ø�

�@O(ĚĎĉ)à=5çā�ñØ�±���¼òiG'��¼òÛÜDÎ%öÖÛ�

¼à�Ýāìûö¯��0�OôöñÚāÙæßæØ@Òö z«(ą±BçāõØ

&uO��ò��O��÷���õ�¡çāòÛÜĆđĖĚĝà±BåĂØêĂà\

õ�±���¼òiG'��¼ö�@;FOàZÿÛñÛāÙêäñØ&uO��

ò��O��õ�ĄāµÆ�0�Oõþîð�fæØ�±���¼ýiG'��¼

þĀür�OöÖÛSNt?�¼ąm�æþÜòçā(áà�ðáìÙ2002EöđĝĔ

ě z>Áö/Á¥D.Kahneman÷Ø	ÏöÐ?0�Oõ�ąFðØÄ0��ô	

Ï(ĕĘĈċđėĉĎ)ą$Xòçā�wvö z>à}°æðáì ÍöÈpõÀ�æ

ìÙKahneman à�1��¥ A.Tversky òÎ�æì>4÷ zJ�>(economic 

psychology)òß«( z>(behavioral economics)ò3øĂāÙ 

× ¯��0�OòµÆ�0�Oà�Óçā90ØêĂ÷ôéíăÜßÙ�ïö²Ì

÷	ÏàTßíßÿòÛÜüöñÚāÙ·�¦%õÐ�ą·ûØ	Ïö«(õ÷¹¾

àÜòÛÜ�9üêö��ñÚāÙj¼_ñ÷ØüÜ�ïö²ÌòæðØÈ)¼�0

�O(evolutionary rationality)òÛÜ¤ÝbąC�æØ¨~ysöÉ�ñÈ)æðáì

§ö]öÊ�òo¦ö©ªà¯��0�OòµÆ�0�Oö�Óąüìÿçöñ

÷ôÛßòÛÜ�ºąX�çāÙ�ÝøØ:§Å¢�à[ËçāPMýUQòÛÜč

ĊĐě÷Øßîð	Õà-<�ô,ÑõeåĂðÛìdõh'õo¦æìĒęĝĚĎ

ďćĉĎ(heuristics)íîìöíàØ_cö�DõÛØKèæü6óÞĀöo¦àK®

òåĂôâôîì
ñüØ�~òæð§�õ#+åĂìúúqîðÛāò¤Ýā2Ù:§

a�Âą�Jòçā�O�ô z´�þĀüØÅ¢�öUQà��çāìûõØ¯�

�0�OòµÆ�0�Oö�Óà��çāöñ÷ôÛíăÜßÙäÜæì«( z>

                                                
1 ¯��0�OØµÆ�0�O÷�¥öÇ¸ñ÷ôÛÙ2ïö0�OlLõïÛð
÷Ø�ÝøØCherniak(1986)ą.�öäòÙj¼õÞãā?£÷� 2�ñ�ÝāÙ 
2 ĒęĝĚĎďćĉĎò÷Ø��ô4Ô²tuòÛÜS2ñÚĀØ	Ïàg��ô²�ą
IāÉ�ñØ!iQ8õ�=æØ��|ßÿ�n|öÏõ* ô»^àñáôÛäò

ą¬ç��(anchor)'kØ	Ïà"`çāÒõ¼�ý��õHĄèØČĜēě Aà
ČĜēěBõóöâÿÛ�ðÛāßòßØóöâÿÛ�6�ñÚāßòÛÜ7{õ�=æ
ðæúÜäòą¬ç�¬O(representativeness)'kØJõNÛxßùýçÛ�¿õÉ
:ô¶�ą�ÝðæúÜäòą¬çRÃæýçå(availability)'kôóàþâ�ÿĂð
Ûā(Tversky and Kahneman, 1974)Ù 
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É�^��³ÕÉÜñþāéÛìøāþßâíôàæ(neuroeconomics)Å%Ì¬ìøāþ

ßâíôàæÉQ¹¯r�ÈÔØË«ÜíóûāÉ�?ÈÊlÇ×�^�É�k´®×

Å�±ÕØÃ¯×¬ 

ª |d��Å�^�É�S´�ÑË«¥M�v0ÅÉ�"Ò!�ÈÇ×¿Ù°¬�

oÈÊ«2ÁÉ"iCÉ�¦Û�JoÈe2»ÎµÄ®×¬âÿåùÝÿë�ZÓ3¨

|d0Ûk¯Ã«ÆÉÔ°ÇUÈ�xo"iC´s}¹«ÆÉÔ°Ç��o"iC´

/=CÛKÁÉ³È£»×r�´
Ç²|d0�É¢Ä��¹Ã¯×¬|d0Ê 

Õ¶3¨´�!�Ç��Å%ËØÃµ¾´«··P�:Én8ÈÔÖ«7Ç¶ÅÒ|d

��È£Ú×ôàþÉ��ÄÊ«3¨´4TÈÇÖÁÁ®×¬|d0�ÊÒÀÅÒÀÅ

3¨Û�¯«ÜíóûāÉ��ÛL »ÎµÄ®×¬3¤È«Üíóûā´nj»×·Å

Ê;¶�5¸ØÃ¯×´«�&ÉðýāôÿáÈÔÀÃ'w´+Ú×Å¯°m&ÒHºÕ

ØÃ¯×¬·ÉÔ°È¹Ã|d��ÍÉi�´cÏØË«½ØÕÛòāæÈ¹¾óüé

ßāåÞÿëĀäôøýāäùÿÉ�8ÒX>Äµ×¬óüéßāåÞÿëĀäôøýāäù

ÿÅÊ«|dÇÆÉh�Ûl�ÇßāåÞÿëÉp��kÅ¹Ã\G»×·ÅÈÔÀÃ«

h�ÍÉi�ÛcÑÔ°Å»×ÜñþāéÄ®×´«�xo"iCÍÉ�@ÛI#»

×´OÈ«ßāåÞÿëÉ"iCÉ�2ÈÊ³±ÀÃ��»×*"´,¯¬·ÉÅ·Ù

È«h3É�5È)Â¶��o"iCÛ=ÃÊÑ«E$É®×ÜüãûçõÓîúö

āèÛ÷êüÈLkÄµØË«äôøýāäùÿÉWkCÊ§�oÈ©Ï×ÅX>¸Ø

×¬�»×È«��|d0É�ÈÊ«�v0«âÿïøāèāv0ÇÆ]Çv0Å

É~"´X>¸Ø×¬ 
 

2.ª �t3C�ÉEBa2i�  
 

ª 20 �{É�ÑÈ«y(É|d0� F.Night Ê(tgoÈ�hÄµÇ¯)qÉ�t3

C(uncertainty)Å(tgÄ�h!�Ç)ûæà(risk)Û9�¹¾¬Ï¾«-DFÉU�«�

(É|d0� J.M.Keynes Ê«6YÉ�t3CÉ¾ÑÈ«_¢�¡É��H�´V

�`f³Õ�¦¹«.[´nj»×·Å«½ØÕÛ�°���¡ÉN�´A�Ç·ÅÛ

z�¹¾¬Keynes|d0ÉbØÛ¶Ð G.L.S.SchacleÊ«qÉ�t3CÉ�ÄÊ«

	¢É"iCÉ�2´s}»×·ÅÛi�oÈ2<�¹Ô°Å¹¾¬�R«tgÄ�

¸Ø×ûæàÉ�ÄÊ«"iCÛ)uÈ²¯Ã«	¢ÉEBa2Û�S¹Ô°Å»×�

�Ò¯¾¬J.V.NeumannÓO.MorgensternÊ«��oÇtgÅ�k(utility)Éi�Û~

"¹¾X>�k(expected utility)i�Û1G¸¼¾(Neumann and Morgenstern, 1953)¬
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ÀQ;�ki�Á�ÐÔÒÀi�À&sW?¼¯º~-¯�}`+ÀÅ¾É²�I

\+�4+�jd+w¿Ç6ª>k®Ìº£Ë +$ÀX ¼¯ºGÊ�ÌÂ��r-

A+_¿1¯º�ÓÑÏ+_¨��¯´¼�¥È¤ Rx»Á���org�¼Q;�

ki�¿¦«Ë�yo!iA¼��o!iAÎ�Ê�¬�h%À+l¿¦«Ë��

¯´e]Î�N±Ë  

 

2.1
 2�����  
 

� R�K»Á�2 ¸À!iAÎ�<¿��r-A�ÀC@[,i�ÎV�¯º£ª 

v�À!iAÁ�yo!iA»¢Ë ÌÁ�¢Ëi�¨Du±Ë´Æ¿}`��

¨a�±Ë¼¨=�¼®ÌË!iAÀ¼»¢Ê��ÍÂi�o¿��®ÌË�bÀ

¼»¢Ë �¥Â�Q;�ki�Á�tÀ&Jo�kW?»¢Ë¨�Fmop


�*A¼£¤}`��Î�T±ËÐÔÒi�¿=�¼®ÌË&sW?»Ç¢Ê�L�

j}`+»�ÍÌË7Jo�kW?ÈÊÇ9£,Î=�¼±Ë ³À���¨f

uA�i»¢Ê�ÐÔÒi�Î�¤�¿�½¤¯ºÇDÊu·º£Ë¼¨=�¼®ÌË

!iA»¢Ë �yo!iA¼Á�i�¿Ok»¢·´Ê�z�»¢·´Ê±Ë´Æ¿�

�ÍÂi��§ÉDu¨;¶PÄÌË�B»¢Ê�h-À}`��À��À�0§

É2�®Ì´!iA»Á¾£  

� v	À!iAÁ��o!iA»¢Ë ÌÁ�-�À}`��À�0§É6ª(

:±Ë¼¨�ÆÉÌ´!iAÀ¼»¢Ë �¥Â���org�»Á�¢£Ä£®

¨*%±Ëª°»Á�rgÎ�3��±Ë¼£¤rgÀ��^A¨6ª�0®ÌËÀ

»���^A¨��o!iA»¢Ë �£H¥ÌÂ���org¨K)�Êrg»

¢Ë´Æ¿Á�rgÀ�^A¨=�»¢Ë¨�rgÀ�^AÁh-¿Á�{o¿q

�¯���o!iA¼¯ºkÎU´®¾£  

 

2.2
 �����	  

 

E¡ÁÓÑÏÎrg»�± 15À¤¶�| 110M�¨�ÌÂ��À�ËrgÁ 30%

»¢Ë �n£ÀÁ��MÀ'Y¼£¤��¯À©§¾£�S�¿Ç�rgÎk£Ë

¼µ �MÀ�Zrg¨ 30%¼£¤ÀÁ��o�8¿&¹£´.�org»Á¾£

¨���o¾�cA¼£¤C"»��org¼#Ã  

®º�rg¼�¤§É¿Á�^A(additivity)¼£¤A�¨=�»¢Ë ³À�/Á�
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�@kxi�RL(30%)�kxi��sRL(70%)�!�p�@kxi�wi��s

w���w�RL(100%)�U~s�st|��r�q�t0~¢�¥£¤�,3���

�p
s�KT��a A � B�RL� P(A)� P(B)�~p�a A��� Bxe|�|�

AoB�RL� P(AoB)����pRL��H7��p 

P(A)+P(B)= P(AoB)n n (1) 

x:T��|��r�q(1)3xp�^QRL`�v{�]WQ�N7�r�q 

D.Ellseberg �pCA}(ambiguity)x+$�����p�^QRL��H7x:�T

��s|��S~�(Ellseberg, 1961)qF��t�"l�Xu�tq	��' 1 �' 2 x

r�p�������dM�mMx�_P����s�q' 1�dM�mMxURL

(50%)�r�|�x���s�xp' 2�dM�mM�RL�2x���s�sq#V

Y���' 1 �' 2 ����w�&�=,~pF�d�m�[�=,~���pM�

��4z�t�G����q�~�=,~�[�M�[x�Z���cgxbu�xp

�Z~�{��cg�bu�sq 

' 2 ��pdM�mM�RL�2�h~��z8%x�s��w�p�Y�\J7

�U~s����|�x�y����(`<�����N� �)q|��Nx*5�

����p'�O��I1�������r�q~w~p-j��p(z��x' 1 �

' 2 ���)�q 

' 1��p' 2��pdM�mM�\J7�U~sq~w~p' 1�dM�?x' 2

�dM���p' 1�mM�?x' 2�mM��������~s�Xu�w�|�p(z

��x' 1�?�f;����r�q 

|��¤ ¡¥�����p�^QRL��H7x:�T��s�s|��9��

�q' 2�dM�mM��RL� 50%���>}��s���p' 2�dM���

mMx��RL� 100%�r�q6��p' 2 �dM�mM������RL�!

�pdM���mMx��RL���/}s|����q�t0~¢�¥£¤�,3��

��p' 1�dM� R1pmM� B1p' 2�dM� R2pmM� B2�~�p��^.

�-�p 

P(R1)¦P(B1), 

P(R2)¦P(B2), 

P(R1)§P(R2), 

P(B1)§P(B2), 

P(R1oB1)¦P(R2oB2), 

�Dz|�x�E�q|�Bp' 1�h~��p 
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P(R1)+P(B1)�P(R1SB1)Q Q (2) 

kWX	1%[)x<giWynjT� 2mNaioT 

P(R2)�P(B2)�P(R2SB2)Q Q (3) 

klxT	1%[:=aiWyU_n'�jT�C8;4o;4jolWnjVyU(4)

!joT�Hn;4n�[T�Hn�n;4vxt�`WnjT;4n
	1%

(subsdditivity)k�qUVWrW`n��cy'$0��PjoT;4n
	1%[

�]C�`zTDI85%kslc_k[�/yU 

 

2.3� ������  

 

Q ���}"Wi@ZA}ByU���mu[s[l^zpT@n�y;4o 1/2TA

n;4t 1/2U_Xae���k�6}>aen[TNoumann-Morgenstern.#�65

EjVyU 

.#�6koT�6n.#�n_kjVyU�YpT���n@[�zpGM 100�

�TA[�zp�ttwYlWvXl]b}?YyU�6N,} U j@ckT_n]bn

.#�6oT 

1/2RU(100��)�1/2RU(0�)Q  (4) 

klyU.#�6�3koT.#�6[�\l]b}K+dvkWXtnjVyU 

 

 

� 1Q O7�6J2k����L8(  

 

�n]bn,�8l.#�o 50 ��jVyU9`~o 50 ��}*giT_n]b}

FXf{XZU&w]F|lWf{XUhrxT;�l 50��n�6n-[T;4 1/2j
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100��}gh."�>����lg�|f�c 

o��h�X+�~��h�Q,s��Ig|f�hjc1 �fw���>�bZ_k

�lm������~�pm��co��\?�>W9�6}ghc#y{b100 ��

��>� 50����>� 2
����pgcf�g�b 

1/2aU(100��)<U(50��)` ` (5) 

|f�co��h�b\?�>W9}����Y@)���ro}��|f�c�wb\

?�>W9���gk ���b�����h��g� ��c 

� 1 �>g{Q,q�hc��mr�Ty{�Ig}&hZ_k 30��x}q�hcA

; 1/2|UZ 100��}ghmr��2kA; 1� 30����|b30���A�'

D	(certainty equivalent)}��co�mr�."�k�}�} 50��|fywo}�F

i�}bmr�."�}A�'D	��_� 20��|f�co� 20���������

��(risk premium)}��c�����h��gk ���b����������lm�

�c 

 

2.4� �����  

 

����!g{KL�O��h�A;|K<|l������(%4�=R�."�

>=R}��xcqjqbo�=Rk*�Bz��bgmzj��='�0�k$N

|f�c����UE8�G M.Allais �b�^�P�1C|�b�[��='k*

�Bw�g�,�j�qw(Allais, 1953)c1��h��^�Fi�hc 

d�/�^eX+H 1 �A; 1 | 100 ����i�cX+H 2 �mr��y{g{b

A; 0.9| 500����i�kbA; 0.1|����i�gc 

UZ���A�'�����X+H 1�X�x�hqbA�'���Z_�����

X+H 2 �X�x�hcgt��X+H�X��u�b."�>=R�N3s��

='}�b~��h�:5|�b�S'�f�X+�Ji}gh��|f�cvo|b�

��mr�7��Fib�^�M]�s�}b:51C|�b�[�X+��S'k

�m��o}�Kqwc 

d�^ AeX+H 1�A; 0.1| 100����i�kbA; 0.9|UZ���i�gc

X+H 2�A; 0.09| 500��bA; 0.91|UZ 0|f�c 

o�-b�m��kX+H 2 �X�c�}�~�A;|UZk��i�g��bA;

��m{�b500���Vn�h}s�j�|f�c 

d�^ BeX+H 1 �A�� 100 ����i�cX+H 2 �A; 0.9 | 100��b
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A: 0.09v 500��bA: 0.01vSZ 0vd�c 

mz/b�kz�iX*J 1 �X}cA�y 100����g�x�|b�qhv�S

Z���gxe����Qsu�vb500��y+)n�fw{&�xeh�vd�c 

�_ A w�_ B �4z�fyHg�w���pec�_ A {bA: 0.9 vSZ 0 w

efkowA:0.1v�2�_zX*J1b2wefkoz6�yxsue�c�_�{A

: 0.9vSZ 100��wefkowA: 0.1v�2�_zX*J 1b2 wefkoz6�

yxsue�c#sub�_AwBv{bA: 0.1v�2�_z�I*��_y�@

p�wef7v{�ovd�ibA: 0.9 vSZi 0 yx�h 100��yx�hwef

7v>xsue�c 

` �f�n�����y� �p�|bAllais z��{bko X wko Y �5~ubko

Xz.iko Y���0�nex�|b8]
xC�zkoW� ZzA: 1-Py��6

�y�subX�zVUiTm�xemw�NPp�9B'�; 

(X, P; Z, 1-P)>(Y, P; Z, 1-P) 

a` (X, P; W, 1-P)>(Y, P; W, 1-P)` ` (6) 

y�p�zvd�c9B'�;{b1"�<3%i(Bp�r�zbOD?�;'

vd�c 

` �_ Av{b 

(100��, 0.1; 0�, 0.9) 

<(500��, 0.09; 0�, 0.01; 0�, 0.9)`  (7) 

xzy�nub�_ Bv{b 

(100��, 0.1; 100��, 0.9) 

>(500��, 0.09; 0�, 0.01; 100��, 0.9)` ` (8) 

wxsue�cF,lzYib�_ Av{ 0�b�_ Bv{ 100��yxsue�

ibm�{C�z8]
xkoyWjxec 

` 9B'�;i(�Btmwib1"�<iA:w�<zG!E�vMpr�z[

xzvd�cmz�fyb9BnrC�zko��2�_yA:v6�p�mwy��b

�2�_y�p�X�iVUnun�fzvd�cmz�fy�\{-Ky	�nub

$qn��R'zxeL��w�c 

 

2.5� �	������  

 

�A�'i��p��vb�\zX*z�;'y{^=i��p�mwi�su
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��}����u+!O6¨� ��WU��\-����¯¹²¶lZE*]�

H.Simon�~§�}1�|��£¦�q8^���£Ap�q8^¨q������|

$ydD� _�q8^¨Qb�¥oT��ra�~¥��/��(Simon, 1987)}

q8^�9X�e��@s�kP���¥��|
s�°´¹µ¬ª«¬¨P�

�|Ap�����¡Hm _�q8^�Qb�� ¥���}�¦� Simon �Hm

��O�~¥} 

°´¹µ¬ª«¬¨'xR�cJ�£�¤��|ZE3O*¸`�ZE*���=�

�*$¨V����|Tversky � Kahneman �~¥}1£�|°´¹µ¬ª«¬�&�

���S,6��74D+Oh¨±·¬³«®(prospect)Oh�#©�(Tversky and 

Kahneman, 1979)}��Oh�¢¦�|74D+oT�|$y�BY�¨fi�¥[

voT�q8^�SN��¨�<�¥eoT����£¦¥�|����L�e

oT����g?�¢�} 

��|�2���<�£b����}�2���KJ(reference point)�#�¦¥

�<&I�~¤|�2����KJ�£�	w�¢��G£¦¥}�Pt;�0M

¨% 2 �¢��\�¥}C�	w(�2x)�¡|j�	w(:(x)�¡|�KJ�£w

¦¥��|���~�¤���nF�¥}��� |�2x���Pt;��|:

(x���Pt;�������¥}��|
s��2¢¤¡:(�>¨)��"�

~¥}��� |�Pt;�|:(x��|�2x¢¤¡|���5�����¥} 

 

��(�)

��(�)

��(�) ��(�)

��(�)

��(�)

��(�) ��(�)

 

% 2{ �KJ��Pt; 

 

S,� 100��¡£�¥q8^ 1 �|z�SN� 500��¡£�¥���|.��S



 
 

 10

H�����}�{�Y3�z�k6X 2�@����|x$����k6X 1�:�

k����z�x¤§¢¥¡£Ie��wnt�T+�����w�DB~���o�

��c���x����DB� 100������wk6X 2 ��{�w�1q� 100

��� 500 L���Nj�����%�{���O_���{x	:�w7&q�

100 �������}�{���Nj�p-�%�{�������?����x���

|�w�DB~��7&!l�{|bgM�I3~�w�� s�Allais����|�

�d;���x 

>�w�`MPH�9�\���|x�`MPH�/F�"3��|�W}�x�Z

�w
PH�r#��[C3�i%c��wuPH�r#��[C3�i,c

���x�`MPH�*`MPH��B� 0.25Q.����{�x���wPH 0�

1 �f���c��hU3�\��wP)3�E��m^���x������

a}�wk6X 1�PH 1� 100����}��{|P)3�u�c��wk6X 2

� 500 ���u{PH�i,cw����}�{�{|,��PH�i%c��

�x�|��wP)3m^�{|bgM�I3~��w�� s� ¦����|��d

;���x 

 

 

" 3v �DB��`MPH 

 

���|�w7&!l�P)3m^�{|bgM�I3�W5��42A(Ie�

�Z����<0�JIe��{|x'K��w]SM�I3�z�GR3�I�V

���:��w=y�<0�JIe��Z��$8������x¤§¢¥¡£Ie
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×ºÍÖ({ÓÔÏÎÖÒ½ä3» 

 

3.¹ ¬�¥x#pBÓ�#�0Ö"�B  
 

¹ � 2 �Ò×º�}2B(òëê)�ÖFAb1'¶ÕÁ¾Ñº��x}n¥Ââ�c

B�pÃºY9�sp¥Ââl�B�pÃº��x#pBÓÉÑºI�Ã�¤Èå

ÑÄÎÇÓºÉÂÉÔÃâº2´Õ×ÍåâÖ�x|�Ã6Å�4ÈåÑÄÎÇÓç£

TÉÎ»ÍÇÒº��x#pBÕ
æÏÑº}nÖ��cBàQ-)¯Ó¾¿�©x

#pBç�ÅÇÓÕáÏÑºèîïòóçáÅ£TÒÄäÇÓç£TÉÎ»p¥x�¤ÓÉ

ÑI�Ã9XÈåä��x#pBáãßºo2Ö�4ÂâI�Ã6Å}¢Èåä�©

x#pBÖSÃº0'xÕ��Ô]@Ó�ÀäÇÓÃ�hÖá¿ÕAæåä»ÉÂÉÔ

Ãâº2´Õ×Í¿Ò×Ô¾»Íå×º��x#pBÃ½ÎÂß_5kHÓÉÑ�ÔÈ

åº��x#pBÂâÖ�µ×v5kH(èîïòó)ÓÉÑ�ÔÈåÑ¾äÂâÒ½ä»

�æØº�©x#pB×º��x#pBÓ¾¿CUÖ%ãç)äEUÖá¿ÔßÖÒ

½ä»�f��Ö#pBÒ×ºo2Ãp¥Õ:ÏÑÄÎÓ�¿ÇÓÃ�Zá¿»���

ÑÄÎá¿Ô��x#pBÓ�©x#pBÖOåç_ËÎÞÕº¬�¥x#pBÓ

¾¿��Ö#pB]@çP¦Éº2ÐÖ#pB]@ÖOåÖ�<ç Ýá¿» 

 

3.1� �������  
 

¹ �heaÖ�[ÓÉÑºrj×º¸jà°��Öm;ºN¸�à�hg3Ö)¯

Ó¾ÏÎq+ÚÖ®?çÉÔÃâ¬�çÉÑÄÎ»ÇÖá¿Ô¬�çªÉÑºo*Ö

J¼Ö¨Ó=Õ×ºJ¼Ö~�Ãr/ËäÇÓÕW�Ò½äá¿Õ7�âåÎw§

çuÞÑ¾äÓ�Àâåä»ÇÖá¿Õº®?Ö�ÒJ¼Ö�Ó�Ör/ÕW�Ô

¨Ó=Ö^�ç¬�¥xÕ#pxÓ&Û¿»ÉÂÉÔÃâº .rjÂâ	·Õ�

äÜÒÖ¬�Ö�×,`³Òº�«�BçMÐßÖÒ½äÂâº½äVÖ��zK

Ó�hq+ÚÖ®?Ó�ÖVÖ®?Ã$Ê^�ç>�ÓËäÓ×²âÔ¾»VÕ×º

®?Ö�[ÓÉÑÖvÔä^�Ã��Éº�#xÕ�RÉÑ�nxÒ×Ô¾SÖ^

�Ã��ÉÑÉÜ¿á¿ÔÇÓÃ½äÂßÉåÔ¾»Ç¿ÉÎ¬�ÖñéíìðÂâº	±

Ö=pÓ��çp�Éá¿ÓËä0'ç¬�=p0Ó&Ù» 

¹ ÇÇÒºJ¼ÃdyÉÎ¾Ö×º�f��ÕÁÆäGDÖ8�Ò½ä»ÔÌp¥x

                                                
3 Y9�sp¥ÖL�x\�Ó���Ö¡�×�t(1997)ç!i» 
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�¦áÖßO�ÐAaÕõô ��$�HÐ��ÖßÖìÌåÏøhÖÒ�¢×ôÚ

îäæÇBdÇ�s�§Ð�¬ÖßÑÚLJå@�än�ÖãÓõçãòãËÈJ.H. 

Cartwright æÇLJåSÞ�§�$�Hän�ÖÇLJÐ�C�àÊóÇLJ!

EÐ�xrkäñÝßµ��ä+î«ìõßÑÚïåàÊôá�Íô(Cartwright, 

2001)È�ÍçÇIFá�8æ�¹å,c�LJàÊôÐÇÙõòæ ½øtòÖÚóÇ

�6ä_�ä�ËÚó×ôñÌäÇ�¹å��øY%�ÓôĆĎĉûĈĀĕĎĖþĖá

�Íòõô4ÈPÉ�¹Ðêë�_×ô]ºä;×ôc��IFæÇ�ÚÜå±Ë�

�ÐÏÞß²¯ÖÚ ½å¤Nø�×ĎĖþĖáÖß�¢#�àÊôÈ��å�Þ

åf�æÇ]ºàæTÂ�ä�÷õô#�HÐÄËåàÇ�'å ½ø{ÖßìàÇ

1äo�×ôéÑàæãËáËÌ�§�ä$��ãQ�ÏïÖõãËÈìÚÇIF

ð�8äÃòõôáÇčĒúĊēċđĔÐV�ÕõôÐÇčĒúĊēċđĔæ�qå�(

ø�ÖÇ��øgîÚóÇD�åÅ�øZîÇ��äāĒăĖąøV�ÖÇ¬©ð

»�åÚîäüČĒÿĖø¿��äp¨×ôÔáø#�ä×ôÈPÉÐv�-åÒÙ

�ø�×ÔáÐ�dôåæÇ�§�ä$��ãĆĎĉûĈĀĕĎĖþĖÐ+î«ìõ

ßËôÏòàÊôÈ 

Æ ÖÏÖÇ�¹æÇW[å�=á�äÇvðÀjø�Ëß]ºøz��ä�`ÖßÑ

ÚÈČýĔuõô�	å¶>äÎËßÇ]ºáËÌåæêáùâ6)ÖãËÖÇ6)×

ôáÖßï1°ä}~ä�÷õôñÌã ½ææôÏä<ãÒãÝßËô(�å ½æ

/2ÖßËôåÏïÖõãËÐ)ÈÙÌÖÚ�.äÎËßÇ]ºèåIFæÇÏÞßæ

_�àÊóãÐòÇ�)àæÙå_�HÐ�ÒãÝÚf�åiyá£ÍñÌÈÞìóÇ

�Þåf�å�§�$�Hæ\	á�ä0³ÖÇÏÞßæ�§�ä$��à

ÊÝÚïåÐÇ�.å0�á�äÇ�§�äÁ$�äãÝßÖìÌ#�HïÊôÈ�

�:H�åKGl9åúčĎđĖïÇÔÌÖÚ�§�$�Hå�*ÏòÇ¢·#�

àæãËÛöÌÏÈ ��$�HáÖßå�mH��ð|�H��æÇbA��ø

^2�×ôáËÌ
¥áÙõø�ËÚĂĖď�§Ïòå�§��¦àÊôÈÖÏÖÇÙ

ÌÖÚ ��$�HÐ��×ôåæÇÊËìËÕø5ÌH%áÏÇU3ø5ÌH%áÏÇ

�:Hø4íH%äñôÈÙÖßÇ ��$�HÏò®�ÖÚ��ø´R×ô¾äÇ

 ��$�HÐSÞ�§�K&Ç ��$�HÐ��×ô-$Ç�§�s7Ð"

ÓôćĐĖĄãâø�M×ôÔáæÇ�§�s7�?�ø¼ÓçÇêáùâwËÈÞì

óÇ ��$�HÏò®�ÕØôñÌãD�H%æÇ�H�ã�Xñóï�ÛÝßÇ�

                                                
4 ĆĎĉûĈĀĕĎĖþĖáæÇKGl9å¾äÇªL¡Ð¸�ã@�øeÚ×áË
Ì
¥àÊô(Damasio, A.R., 1994)È 
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YÝOÂÞ� ï9ËèÅÜúāüñûõĊāċôċÝèÖØT¯ÎìØÄëÞÙÃëÁ

�îàÀKJÉnIèêæ��×ÞÙÃëÁÍÞèÅÝ�ÆëÜéàÀOÂßÀD]Þ

�h5É�h� ÝÇÌëKJÞ^ÔÐ@�ïj�ÏØÊÔ0Äï%ÌØÄëÞÕ

Ú�ÆèÅÁãÔÀ��t(nIÚ ªt(nIÞ�¹ÍÓÀnIt�VÕÌÙß£

XÞ�]ÜÄ�´Þ�h� ÝÇÌëKJÞ@�Þ¡;Úæ�ÆéìëÁ 

 

3.2� 	����
������  
 

¿ � �h5Þ�±ÙßÀðÿāĆċÉfÏØ¢¥ÙßÜËÀon5tÝ_PÞÃë

<�ÙÃëÚÄÅy�ï?åØÄëÁ©=Àa�tzd�¾p�(fMRI)ï3åÚÐë

WÏÄþąċĈòăċøĉö��É³rÎìÀ�Þ�ÊÞāûĀĉö(.,!)É'�Ý

ÜÖØÄëÁÍÅÏÔ�±ïþąċĈó÷ÿĂõùÚ*á(Camerer et al., 2005)ÁL°Ü�

 Ú� t� ß�ÞqÜë®�Éµ�ÐëÜÛÀ�a�Þn�É:ÏÑ×gãÖ

ØÄÊØÄëÁÆàÀ��Þ�´ÙæÀL°Ü� Ú� tÜ� É�4ÐëÍÚ

É�7ÎìÀ�����(inner-manual conflict)Ú*àìØÄëÁ�´Þ�ß²Ä«

!¤tÜ¬~Þ�ÙrÏØÊÔîÌÙÃêÀ�ÞqÜë®�ÙßÀqÜë� "n

É�ËÚÏØæ�H¦ÙßÜÄÁZ©Þ�}5Þx�ÙßÀ�Þ�ÙßÀ�UÞ� 

"nÉ��ÎìØÄëîÌÙßÜËÀäÏíw�É4-ÐëèÅÙÃëÁmÝÀÓÞ�

ÙæÀKJÉ�´� Ý^ÔÐâÊ@�Þ�XÝ[CÉ6ÒéìëÁ 

¿ P.D.MacLean ßÀßÀÍÅÏÔn�Þ/{ÚÜë�ÞĄýćïS�ÏØÄëÁAÝè

ìàÀ�´Þ�ßqÜë 3×Þ®�Èé`NÎìë(MacLean,1972)Á 

� k�»Þ�(�G®)Č/\tceç#FtÙ�>tÜ� ï%ÌQ×®�Áo

EtÜ�)À5�ç MÝæµ�ÐëÁ 

� &Ä+�»Þ�(2�¨��)Č¶�ÀR¼À·�À|
IÀKJ��Ýµîë®

�Á 

� WÏÄ+�»Þ�(2�Wu§)ČvÀ�À��ÈéÞJ0ï%Ì$ÖÔêÀ½b

ÞGta�ï%ÌQÖÔêÐëÁ 

¿ is§Úæ*àìë2�Wu§ßÀº²»ÀmÝ�»ÙZærÏØÄë5Á�Ðë

ÝÀ�´Þ��ÙßÀk�»ç&Ä+�»Þ�Þ1�ÝWÏÄ+�»Þ�É�Ä

�ÎÖØÇêÀBÂÝÏØqÜë� "nïQ×Á��t(nIÉ8é2�Wu§Þ

                                                
5 º²»	1Þ+�»Þu§ß���Þ� 35%À�»ï¸Ëº²»Ùß� 50%À�
»Ùß� 80%ÚÜêÀ��ÝÀu§Þ�(Ú lÞx�ÚwµÏØÄëÁ 
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��!vßjÏÒ�]ÛÀ��{%vLÜ£«{%vLà�ºÇª��Ü|¨�

àà��!và}¯ßyfÒìÜ�ÅìÌÜáÀ®@ß ��ÐÕçàà�]ÆçÐ

íÞÃÇÀEfà����¥Æê�l©æ�ÕðăĈċûÜ¡ÅìÆçÐíÞÃÁ 

¿ ��6L�àOKm5ÜÐÚÀHsu et al.à��ï#ë�ËéÄ(Hsu et al., 2005)Á

Hsu et al.áÀÂÃåÃÎà2,Òì��6L�àOKm5ß¸ÐÚÀ�àÝà±�

ÇoL�ÒìÆï fMRI ïxÃÚ�7ÐÕÁÂÃåÃÎà0ÈÞ.%À�»�à_�

±ßÂÕì~��|¨ÀRkÀ�»����|¨ÞÝÀ�ß0�ª��ÇoL�

ÐÕÁÔíêáÀPMÀsß�4ß·îì±�Ü�ÅêíÚÃìÁ
]ÛÀÂÃåÃÎ

à9ÎÞ.%À-²�à�±ÛÂì���eà�à;tiÇoL�ÐÕÁ;ti

áÀaC�Ç0ÈÉÞìäÝAÉ"IÒìÁÂÃåÃÎÜ�Fà¶ßáýćċþóĂà·

�ÇÂëÀÂÃåÃÎÇ2,ÒìÜÀ�FÆêFêíìJÇq:ÒìÜ�ÅêíìÁÕÖ

ÐÀ0�\|¨à�»�ßY�ïXØ�ÛáÀÂÃåÃÎà09ßIÑÚÀ�àoL

�ÐÕ±�ß=Ç�êíÞÆ×ÕÜç-(ÎíÚÃìÁ 

¿ ÿąċĈòõĀĄôùà��Ç1å×ÚbÖß 10 ?ç�ÕÓÀåÖ�5{ÞÌÜá�

ç¡ÅÞÃÐÀÌà��à]&ßcBß6ë§ÆÞ��QhÇFêíìàÆç�Æê

ÞÃÇÀ��{%vLÜ£«{%vLà�ºÀÔÐÚ�ºàvyï�¥{%vL

Æê¤^ÙÊìÌÜÇÛÈì$�LáÂìÁ 

 

3.3� �
�������	�  
 

¿ ÌÌåÛÀ��6L�àOKm5ï¼dÜÐÚÀ��{%vLÜ£«{%vLà�

ºÀ�¥{%vLßéìV�{¤^à$�Lï¥ÑÚÈÕÁ�pGv3À���

p3Ç Þì�p��à ^ßÜÝåêÓÀéë§ÆÞ'OïXØßáÀ6¾�p3À

ĄôĈ¢´�p3À÷Ąąćċ÷Ćĉ�3ÞÝÜà�%ÇH�ÛÂìÁÔÌÛÀ6¾�p

3Ü�¹L�3Üà�%ßØÃÚÀ� ß<`ÐÕÃÁ 

¿ ��áÀ���p3Ü6¾�p3(experimental economics)ĊĄôĈ¢´�p3

(microeconometrics)Üà�%ÛÂì(Ida and Goto, 2006)ÁµêÉ�p3á6¾Ç�$

�Þ�³Ü¡îíÚÈÕÇÀu,ÛáÀ��à°Wüċúï#ëUÄº[°W�g

(discrete choice analysis)ÛáÀ6¸à>.Û�SÛÈÞÃéÄÞüċúçÀ�N{Þ

°W¨*ß8Òì+�ÜÐÚ�v$�ÛÂìÁÌàéÄÞSnáõĉøĆñĉý

(conjoint)�gÜ)âíÀ�zĊw/Ċ¬��à�³ÛáÀ>.Û2,ÐÞÃéÄÞö

ċāùãàZTOK½ç+��ÍÜß¢rÎíÚÃìÁ	DáÀ�¦èM-´�à
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�
gBÂ¹
¯×«KÖÔ×â¾Õ:¶é�ÝÉ×Áé�XÉÜÃÒ¼åº�¿Ù¹

òĔôĎìĔý�Xél½Ñ¹�»
×R¯«.i¹�²(¬8éb2ÈÑÀÃ¹Ì¾

ÈÍ«.ĂďċĖøÓ'f�G8Ó×°�é�Üåâ¾ÕtxÂN�ÇæÑ½åº 

 z	Ø¹���a0ÓóĉčĒĖóĎĔ×â¾Õ�´~w0Ó×�$Ò¼åº�|p

$kBÂHyÉå�mÒØ¹6+\[ÂT�Ö\�È¹SªÕ�d�Â©H#

�Ò¼åºÈÁÈ¹�|p$kBÓ�£p$kBÂ�µÉå�mÒØ¹6+\[ÂT

�Ö\�Éå×Á¹\�ÈÕ½ÓÉåÕãÙ¹Ô×â¾ÕïāþĔõÂT�Õ×ÁéZ

�ÉÜÃÒ¼åºÆ×txÖØ�-Õ�{�Â@�ÓÕå×Ò¹òĔăčĖøĕóĉčĒ

ĖóĎĔÂ�#]ÓÕå(�", 2000)ºÈÁÈ¹óĉčĒĖóĎĔÒØ¹�|p$kBé

1qÖM±Éå¼Þä¹Á¿ÏÑCEpÕ�2é�ÅåÆÓÂO�ÇæåºÆÆÖ¹j

3p*véLÐ�£p$kBé�Ã¹E%×¼å�XÂ�èæÕÅæÙÕãÕ½º

ÈÁÈÕÂã¹óĉčĒĖóĎĔÒ?ãæÍs�Ój3×�4ÓÔ×â¾Ö�ÚÐÅæÙ

â½×Á¹@ÊÈá�¥×��Â¼åèÅÒØÕ½º�=Ø��w0pÕtx¹óĉ

čĒĖóĎĔtx¹�8ĕ3�pÕtxÂT\pÖ¦°ÈÍ�$w0×[}Â^àã

æÑ½åº 

 

4.¸ ÀèäÖ  
 

¸ >W¹�a0ÒØ¹�u3B�×EA_2&·Ö�ãæåâ¾Ö¹k�×HyÖ

@�ÎÁãÆ¾ÈÍ$kBØc¡ÇæåÜÃÎÓ½¾�eė�|p$kBĘÁãêĄē

ĖùÉåÆÓÂ,ÁÏÍė�¿Ù¹U<�lk�×*PB×B�Ö@�ÕhyB�

kÕÔĘºÈÁÈ¹U<�lk�×J�pZ�Â§ß�¹3³×
¯��Áã�4Ç

æå$kBė�£p$kBĘÂ�|p$kBÁã�µÉåÆÓÂ7Ä�àãæÑ½å

ė�¿Ù¹êĒ× �ÕÔĘºÌÈÑ¹�£p$kBÖ*vé�Ä���ÇæÍU<�

lk�×®oÖíÿđðĖÂ`ÂæÑÃÍė�¿Ù¹Ąēõąñýk�ÕÔĘºÆ×â¾

Õ�|p$kBÓ�£p$kB×�µÖØ¹>W¹�a0�Â�¤ÈÑÃÍ÷Ĉû

ëúñĕĈĖîĖÓÈÑ×FD×;�Â¼åÓAèæåºÌÈÑ¹V�pÕFDÓkB

pÕ�{Â¹nÕå§�×ĄēöõÒ¹nÕå��×+IÖ)à¢ÞæÑ½Ñ¹Ìæ

ãÂ�
×��Ò��ÉåÆÓÂ¼ä?åÓ½¾�3Â�QÇææÙ¹ÕË
¯ØêĀ

ĈĐĖÕ��é!å×ÁÓ½¾&½Ö5ÉåYdpÕ�QÂ#�ÖÕä¹ $kpÕ

�a�ėĆČíòĀĉñõĘÁãćýĊêúĄpÖ[HÇæÑÃÍ�aČüđÛ× r

é�È¹âäj3pÕ/9BéLÐ�aČüđ×[}Û×¨é®Äá×Ò¼ç¾ºÌ¾
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進化経済学における意思決定理論の構築
に向けて

–実験経済学からの提言–

小川一仁§

2007.1.8

1 はじめに
進化経済学には現在のところ意思決定理論の決定版はない。主流派の
意思決定理論をベースにした研究、心理学の知見を援用した研究はある
ものの、進化経済学全体を貫く意思決定理論は定式化されていないのが
現状である。研究によっては、「ヤッコー」と呼ばれるように、根拠のな
い意思決定を計算機に実装しただけで、分析も不十分なものも混在して
いる。
進化経済学という学問が今後発展していくためには、経済主体の意思
決定理論－進化経済学の標準的意思決定理論－を構築する必要がある。経
済理論の根底には通常、経済ビジョンが存在し、その上に、そのビジョン
を反映した意思決定理論が存在する。私見では、進化経済学にはハイエ
ク、シュンペーター、ヴェブレン、マーシャル、スミス、マルクスといっ
た経済学者の衣鉢を意識的に継いでいる点で確たる経済ビジョンが存在
していると言ってよい 1。しかし、ビジョンに接合するのにふさわしい意
思決定理論がまだ、ない。進化経済学の研究者が漠然と意識している意
思決定のあり方は存在しているように思えるが、共通理解としての意思
決定理論は不在である。

§広島市立大学国際学部, kz-ogawa@intl.hiroshima-cu.ac.jp.
1進化経済学のビジョンについての概説は [32]参照。



本稿では、最初に経済主体の意思決定のあり方に関する研究の近年の
進展を経済実験の視点から紹介する。それを踏まえて、現状の到達点と
これから進むべき方向性を指し示し、進化経済学の標準的意思決定理論
の構築に向けた第一歩としたい。
本稿の構成は以下の通りである。第 2節では進化経済学が想定する意
思決定がどのようなものか述べる。第 3節では進化経済学の想定する意
思決定と関連があると思われる実験研究を紹介し、第 4節で、実験研究
を基礎に置いた意思決定理論を紹介し、その理論を進化経済学に適用す
るための方針を述べる。最後に本稿の結論を述べる。

2 進化経済学の想定する意思決定のあり方
ここでは進化経済学が想定する意思決定の特徴について考え、意思決
定理論に必要な要素を列挙する。進化経済学の研究者が漠然と抱いている
意思決定のあり方をやや極端に表現すれば以下のようなものであろうか。

• 利得最大化行動に対して懐疑的である。できれば否定したい。

• 経済合理性に対して懐疑的である。

• 人間の意思決定は合理性以外にも様々な要素に影響を受けているか
ら、それを考慮しなければならない。

要するに、自己の利益のためだけに働くのではなく、時には自己を犠
牲にしたり、時には他者に共感する心を持つ存在として経済主体を描き
たいのである。この姿勢はミクロ経済学を学んだものなら一度は感じる
であろう心証であり、大いに理解できる。
しかし、疑念を持つだけでは問題は解決しない。疑念を持つだけの段
階から抜け出さなければ進化経済学の標準的意思決定理論を構築する段
階にはいたらない。主流派経済学に対して抱く素直な感情を理論化する
作業が必要なのである。
理論化の際に問題となる点がある。それは合理性をどこまで認めるか、
という点である。合理性にはサイモン [33]が分類したように実質的合理
性と手続き的合理性の２つがあり、主流派経済学は前者の信仰にも近い
是認から研究が進んだが、近年では手続き的合理性も重視するようになっ



てきている 2。主流派経済学は実質的合理性の考え方を基礎において、手
続き的合理性にアプローチしている。一方、進化経済学は伝統的に後者
の手続き的合理性を是認しているが、記述レベルにとどまっている。
進化経済学は実質的合理性を認めるべきなのか。結論から言えば、認
めるべきであろう。しかしそれは「ベンチマークとして必要だから」と
いう程度でよい。これは契約理論がファーストベストをベンチマークと
して扱うのと同じ姿勢である。実質的合理性に基づいた意思決定から得
られる結果と進化経済学の標準的意思決定理論から得られる結果がどの
ように違うか議論する時に比較対象として使用できればよい。
進化経済学が実質的合理性をひとまず認めるならば、主流派経済学が
実質的合理性を核に手続き的合理性を解釈しようとするのに対し、進化
経済学は手続き的合理性を際だたせるために実質的合理性を利用しよう
とする構図が浮かび上がる。ここに至って、両者の違いは手続き的合理
性をどのように扱うかという一点に集約される。主流派経済学は、手続
き的合理性を周辺として扱うであろう。一方、進化経済学は手続き的合
理性を理論の中心に据えなければならない。
手続き的合理性を理論の核にすえた意思決定理論を構築して初めて主
流派経済学との明確な違いを打ち出すことが出来る。手続き的合理性を
核に、実質合理性を包摂するような意思決定理論の構築が望まれる。す
なわち、図 1のような構図で比較することが出来る。
経済主体が限定合理的に振る舞うことは、しかし、近年では経済学の
学派を問わず十分認識されている。近年の実験研究が「経済主体の行動
には文化や常識、公平感、公正感などが影響していること、必ずしも最
適解を計算した上で行動しているわけではないこと」を明らかにしてき
たためだ。これは主流派経済学が依拠する実質的合理性に疑義を唱える
結果である。
それを受けて、例えば、伊藤 [19, 20]は契約理論の枠組みに不衡平回避
の選好を持たせ理論分析を行った。過去の事例を十分参考にしながら判
断を下すことをモデル化した理論 (Gilboa and Schmeidler [15])も体系
化されてきた。プロスペクト理論 [21]が想定するような価値関数と加重
確率関数を主体に持たせて金融市場分析を行った計算機実験も存在する
(高橋 [36])。進化ゲーム理論 [37, 38]では、「ある戦略を取った後にそれ
が高い利得をあげたかどうかによって戦略の比率が変化する」程度の合

2例えば Chamleyらのベイズ学習を用いた豊かな社会的学習モデル [5]、ギルボアら
事例ベースの意思決定理論 [15]など。



図 1: 意思決定理論の比較

理性を仮定するだけである。このように、「限定合理性」をキーワードに
研究が進められてきたことは、Gigerenzerの嘆き3を認めるとしても十分
意義があった。
進化経済学も経済主体の限定合理性を強く意識している。しかし、そ
の多くは経済学史的な観点からの限定合理性の議論だったり、計算機実
験でのエージェントの特徴付けであったりする。現実の経済主体の限定
合理性がどのようなものかに思いを巡らせる研究は、エージェントの特
徴付けに不可欠であるにかかわらず、国内においては少ない。
進化経済学の標準的意思決定理論構築の際に必要となる要素は多い。例
えば、文化の影響、習慣の影響、満足水準の発見、戦略の発見・創出・選
択、ミクロ・マクロループを通じた経済主体の周りの環境の改変といっ
た要素が挙げられるだろう。これらは全て適応的意思決定という特徴を
備えている。これらのうち、満足水準の発見などは迅速で簡素なヒュー
リスティクス (fast and frugal heuristics) [14]で説明することができる。
戦略の発見・創出・選択といった話題、環境の改変といった話題はネル
ソン－ウィンターモデル [25, 1]に見られる計算機実験レベルの議論が先
んじたものの、進化経済学全体を貫く意思決定理論とは成り得ていない。

3Gigerenzer [13] p.37において「サイモンが限定合理性概念を打ち出したときには殆
ど成功しなかったが、今日では中身の薄い、流行言葉になり、制約付き最大化から判定
の誤り、人間の非合理性にまで適用されるようになってしまった。」と述べている。



直観的には理解できる話だが、実例を探すのはなかなか難しいので、根
拠が十分とれないからだろう。
ここで挙げた諸要素に関して、実際にどのような形で意思決定がなさ
れているのかを観察・分析する重要な手段として、実験経済学 [12, 28]が
有効である。実験経済学は (主に主流派)経済理論の想定する状況を仮想
的に作り出し、その中で被験者に意思決定をさせ、意思決定の結果やそ
の過程を分析する学問である。実証研究とは異なり、管理されたデータ
が存在するのが実験研究の強みである。
長年にわたる多くの実験の結果、伝統的な主流派経済学の想定する理
論的帰結が観察されない場合が多いことが分かってきた (最後通牒ゲー
ムの配分額が顕著であろう) 4。また、意思決定のありかたに着目する研
究も登場してきた。この中には心理学や文化人類学と協力したものもあ
る [17]。次節では実験研究で得られた意思決定に関する様々な知見を紹
介し、進化経済学の意思決定理論構築時に参照できる豊富な資料の作成
を目指す。

3 関連する実験研究の紹介
先ほど、進化経済学の意思決定理論の諸要素は全て適応的な特徴を備
えていると述べたが、実験研究では人間の適応的な意思決定を観察・分
析できる。その意味で実験経済学は進化経済学に資するところは潜在的
に大きいと言える。
本節は進化経済学の意思決定理論構築に資するであろう実験研究を紹
介する。まず、ヒューリスティクスに関する近年の研究動向を紹介する。
これは進化経済学の意思決定理論の基底をなすものである。次に人はど
のように満足水準に到達するかに関する実験研究を紹介する。これは実
験の中で見られる意思決定過程を詳細に分析したものである。最後に戦
略の発見を扱った実験研究を紹介する。複雑な状況で、人は観察者が想
定しなかった意思決定を用いる。これは研究者側から見れば意図せざる
発見である。

4もちろん、ダブルオークション [34]のように、理論的帰結と一致する場合も多い。



3.1 適応意思決定の基礎
主体の適応的意思決定に際して重要な役割を果たすのがヒューリスティ
クスや近視眼的思考、公平感、互恵性、スパイト、文化などである。これ
らは、主流派経済学の多くが見落としてきたが、主体の振る舞い方に大
きな影響を与える要因である。
例えば最後通牒ゲーム実験ではサブゲーム完全均衡が得られることは
ほとんどない5。このような結果は互恵性や公平感に意思決定が影響され
ることを示唆している。このような結果を参考に互恵性や不平等回避を
考慮したモデルが構築されるケースも増えてきた ( [11])が、現状では期
待効用理論を基準にした修正という形で研究が進んでいる。
ヒューリスティクスの効用に焦点を当てた研究としてGigerenzerら [14]

があげられる。Gigerenzer [13]は図 2のように合理性を分類し、限定合
理性を 2つに分類した。ヒューリスティクスにはバイアスがかかること
があり、正しくない結果を導くことがある。しかし、彼らは限定合理性
を構成する要素の一つとして迅速で簡素なヒューリスティクス (fast and

frugal heuristics)の重要性を主張している。この種のヒューリスティクス
は、適切に用いられると、多くの情報を加工して初めて得られる最適解
に匹敵するような解をもたらす。
合理的経済人とは乖離が大きい一連の要素はどのように形成されてき
たのか。限定合理性は主体が過酷な環境に対して長い間かけて適応して
きた結果生じたとボウルズとギンティスらは主張する。例えば、主体間の
協力が実現するのは、人類の長い歴史の中でそういった振る舞いを採用
し、それを維持する枠組みを作った (=協力が促される文化を有した)集
団の適応度が高く、文化的群淘汰を免れたためである。このような結果生
まれてきた合理性は、自らが置かれた環境に適した行動をするためのも
のであり、環境適応型合理性 (ecological rationality)と呼ばれる ([13])。
実験を通じて得られた意思決定の基礎にあるこれらの概念は、必ずし
も最大化を行わないという点で進化経済学の意思決定理論を構築する際
に基礎概念となる。人は直面している状況に対して限定合理的に行動す
る。その場をしのぐため (または生き残るため)、最適な解を求めず、「と
りあえず」満足できる解を採用する。進化経済学の意思決定理論には、従
来の経済理論では説明しきれない諸概念を積極的に取り入れるべきだ。

5筆者も講義中にこのゲームを実施したが、提案者が 6 割から 7割を獲得する提案が
最も多く、サブゲーム完全均衡の提案が出ても拒否された。



図 2: 限定合理性に関する分類。出典 Gigerenzer [13], p.39に筆者加筆。
加筆部分は黒の囲み部分。

3.2 均衡から過程へ
主流派経済学は様々な均衡に着目し、均衡の安定性分析、均衡の精緻
化や均衡経路の特徴付けに秀でており、均衡がどのような性質を持って
いるか、均衡に至る経路はどのようなものか、複数均衡のうち選ばれる
均衡はどれかといったことを分析出来る。
しかし、均衡に実際に到達するかどうかは不明である。現実には均衡
に至る過程 (至らない過程)で発生することが重要であるにもかかわらず、
主流派経済学の理論分析では十分な検討が出来ない。均衡への到達過程
において経済の状態が悪化するならば、それを是正する政策が必要であ
ろう。また、予想と異なった望ましくない状態に到達し、そこから抜け出
せないとすれば、脱出を促す措置が必要であろう。このような問題につ
いては、その重要性にもかかわらず、主流派経済学の多くは沈黙を守る。
意思決定や経済活動の過程を重視する見方はハイエク [16]、カーズナー
等のネオ・オーストリア学派の一部、ドシたちが重視している。しかし、
具体的な分析方法を提示していない6。
一方、実験では管理された時系列データが存在するので、具体的な経
路とその到達地点を検討出来る。このデータを用いれば、経路は予想ど
おりか、最終到達地点は理論が予想した均衡かどうか、予想と異なるな
らば、その理由は何かを詳細に分析できる。

6井上 [18]がカーズナー [22] の意図を汲んで市場過程を図表を用いて議論している
程度である。



過程分析は進化経済学が重視する分析の 1つで、実験では容易に分析
可能である。Ogawa et al. [27]は財の供給者に対して購入価格を、財の
消費者に対して販売価格を提示するタイプの独占的仲介業者の意思決定
過程を分析した。被験者が需要関数と供給関数の形状7を殆ど何も知らな
いとき、仲介業者としてどのように仕入価格と販売価格を決定するかを
実験した8。多くの被験者は最初に需要と供給が一致する仕入価格と販売
価格を探索し、そのような価格セットを発見した後、取引数量を一致さ
せたままで、局所的 (ないし大域的)最適利潤を得るために価格を調整し
た (2段階探索)。被験者は利潤を最大にする仕入価格と販売価格を発見
できれば最高である。しかし、入手可能な情報が少ないために、局所的
最適点で満足せざるを得ない。
一連の意思決定のうち、需給一致行動については複占下にある仲介業
者の価格競争でも見られる (Ogawa et al. [26])。これはライバル仲介業者
との価格競争とそれに伴う在庫損のリスクが、より高い利潤を目指した
第 2段階の探索を困難にするためである。価格競争の結果、多くのプレ
イヤは競争均衡価格に到達した。
また、ゼルテンら [30]が実施したように経験の豊かな被験者に意思決
定方針 (プログラム)を書かせて意思決定過程を検討する方法もある。彼
らは被験者にプログラミングとミクロ経済学を修得させ、クールノーゲー
ムをプレイさせた。その後被験者の意思決定方針をプログラム化させ、ど
のような意思決定がなされたかを解析した。その結果、プログラムで表
現された戦略の多くが初期局面、中期局面、最終局面を区別して記述さ
れていること、協力した場合の目標となる点－様々な公平性を考慮して
決められている－を決め、そこからの逸脱に対して報復を行うものが多
いこと、相手の行動を織り込んだものではなく、最適化の意図もないこ
と等を見いだした。
このように実験手法を用いれば、これまでよりも容易にかつ詳細に意
思決定過程を分析することができる。意思決定過程を詳細に分析するこ
とで、主流派経済学が主に分析する均衡経路のみの分析からは外れてい
るが、しかし、一定の合理性を持つ経路や意思決定方針が発見される可

7共に階段関数であり、局所最適な組み合わせが数点存在する。
8この研究はマーケットマイクロストラクチャー理論 [35]に由来する。この理論は

取引を組織化する競り人の価格形成を分析する研究で、一般均衡理論が想定するオーク
ショニアの代わりに、仕入価格と販売価格の設定を通じて財の売手と買手を取り持ち、
その対価を得る仲介業者 (卸売業者、小売業者、新古本業者、ディスカウントチケット
ショップ、マーケットメーカー、ディーラー等)を導入し、彼らの価格設定を様々にモデ
ル化している。



能性がある。そのような経路や方針は限定合理的に振る舞う主体の意思
決定モデルを構築する際に使用出来る。さらに、たとえ理論的予想に向
かったり、到達することが分かったとしても、時間があまりにもかかった
り、経路上で深刻な状態が発生するならば、それを是正する措置を考案す
る必要がある。このように過程分析は政策形成にも応用できるのである。

3.3 潜在的戦略の発見
多市場接触 [2]という普遍的な状況がある。多市場接触とは経済主体が
複数の場面 (市場、職務、場所など)で継続して接触することである9。殆
どの企業は現実にはライバル企業と複数の市場で競争または共謀してお
り、例えばソニーと任天堂は携帯用ゲーム機 (PSPとNDS)と据え置き型
ゲーム機 (PS3とWii)で対峙している。職場とプライベートでの労働者
間の人間関係，外交における政治問題と経済問題の関係も多市場接触と
捉えられる。家族関係でも夫と妻は掃除と料理で多市場接触関係を築い
ているとみなせる。データベースの構築を目指すこのような状況が長期
的に続く状況で、人々はどのように振る舞えば相互協力状態を達成でき
るのかを分析するために、小川ら [29]は多市場接触環境を構築し、実験
を行った。実験では表 1から 3の利得表を組み合わせて単一市場と多市
場を構築した (図 3)。

X Y
X 800, 800 0, 1000
Y 1000, 0 210, 210

表 1: 利得表A

A B
A 800, 800 0, 1000
B 1000, 0 350, 350

表 2: 利得表B

M N
M 780, 780 0, 1000
N 1000, 0 260, 260

表 3: 利得表B’

多市場接触下で相互協力状態を達成しようとした被験者は我々が想定
しなかった (存在すら考えなかった)戦略を採用していた可能性が高いこ
とが分かった。それはRigid-TFT、Tolerant-TFTと命名された２つの戦
略である。R-TFTは相手が 1期前に裏切ったゲームの数が 1以上であれ
ば、今期自分は全てのゲームで裏切る。相手が裏切ったゲームの数が 0で
あるときだけ、今期自分は全てのゲームで協力する戦略である。T-TFT

は相手が 1期前に裏切ったゲームの数がプレイしているゲームの数より
も少ない場合、今期自分は全てのゲームで協力する。しかし、相手が 1期

9多市場接触では同時に複数の場面で接触する状況が継続すると想定しているが、社
会心理学の中には場面に応じて接触構造が変化する状況を多市場接触的に捉えた研究も
ある。たとえば [31]を参照。



図 3: 多市場接触実験の概要

BB T R S UC UD Coop Dev 分類 (人) うち高協力者
1 0.082 0.806 0.095 0.018 0.057 0.038 0.013 8 1
2 0.763 0.142 0.148 0.014 0.031 0.030 0.025 10 7
3 0.923 0.923 0.919 0.033 0.024 0.011 0.006 16 13
4 0.128 0.241 0.409 0.041 0.038 0.121 0.046 22 2

BBB T R S UC UD Coop Dev 分類 (人) うち高協力者
1 0.000 0.286 0.013 0.000 0.507 0.013 0.182 1 0
2 0.042 0.740 0.093 0.025 0.031 0.060 0.035 10 3
3 0.520 0.520 0.520 0.156 0.000 0.325 0.000 1 0
4 0.930 0.905 0.920 0.007 0.015 0.007 0.011 7 3
5 0.060 0.145 0.621 0.008 0.000 0.117 0.075 5 3
6 0.742 0.097 0.100 0.020 0.020 0.065 0.022 6 3

BB’ T R S UC UD Coop Dev 分類 (人) うち高協力者
1 0.196 0.357 0.162 0.054 0.058 0.115 0.099 8 0
2 0.935 0.044 0.055 0.010 0.000 0.039 0.005 5 4
3 0.075 0.833 0.143 0.012 0.013 0.039 0.016 9 2
4 0.510 0.510 0.964 0.010 0.019 0.007 0.000 4 4

AB T R S UC UD Coop Dev 分類 (人) うち高協力者
1 0.840 0.074 0.030 0.043 0.004 0.013 0.017 6 5
2 0.169 0.193 0.657 0.009 0.054 0.067 0.056 7 0
3 0.132 0.615 0.151 0.027 0.022 0.088 0.075 20 5
4 0.994 0.994 0.994 0.002 0.004 0.000 0.000 7 5

表 4: クラスター分析結果:T、S、RはそれぞれT-TFT、S-TFT、R-TFT

である。



前に裏切ったゲームの数とプレイしているゲームの数が等しい場合、今
期自分は全てのゲームで裏切る戦略である。被験者の戦略は大きく４つ
に分けられるが、R-TFTを中心にした被験者と T-TFTを中心にした被
験者は協力率が高い者が多かった (表 4)。
このように、実験を行って初めて戦略が認知されることもある。R-TFT

やT-TFTは言われてみれば非常に自然な意思決定であるが、既存の研究
では、そもそも多市場接触の意思決定を不問にしてきたため、議論され
ることがなかった。さらに、ここでは議論しないが、被験者が見出した
これらの戦略は非常に根源的で、制度と制度を連結させることで制度的
補完性を発揮させるための礎となる可能性があることも示唆される (詳し
くは [29]の議論を参照)。
新たな行動戦略の発見としては他にもスパイト現象の発見がその好例
であろう。これにとどまらず、均衡の選択や均衡に到達するかどうかと
いった話題も実験を行って初めて明らかになることも多い。例えば公共
財実験における協力の崩壊やダブルオークションにおける均衡到達人数
の少なさがこういった例であろう。
他にも均衡として表れる市場制度が 2つのうちどちらかを研究したが、
どちらでもない意図せざる状態が現れたという研究もある。まさに市場
制度の自生的進化 [23] である。Kichsteigerらは被験者 (買い手と売り手)

が発信する情報を誰に伝えるか選択させることで、DAと個別交渉市場の
どちらが現れるかを検討した (図 4)。
実験結果は、プレイヤは全ての取引相手候補に取引情報を流すが、競
争相手 (自分と同じ属性のプレイヤ)には情報を発信しないケースが典型
的で実験の初期ラウンドから見られた行動だった。その結果得られた価
格や効率性は個別交渉市場よりもDAに近い結果を示した。この結果は
企業が出来るだけ多くの潜在的取引相手に情報を流す事実と一致してい
る。例えば通信販売がこれに近い。しかし、情報を潜在的取引相手に流
すことで潜在的競争企業にもその情報が伝わることもあり、情報を潜在
的競争企業にアクセスさせないことが重要になってくる。



図 4: Kichsteigerの実験構図：両軸は共に情報を提供する人数。同業者は
自分が買い手なら買い手、異業者は自分が買い手なら売り手。

4 実験経済学における意思決定理論と進化経済学
への応用可能性

前節の議論から、実験によって人間の意思決定が様々な角度から炙り
出されることが分かる。進化経済学はこれらの成果を取り入れた意思決
定理論の構築をはかる必要がある。とはいえ、意思決定理論は一朝一夕
に生まれるものではない。様々な意思決定理論を参考にしつつ、独自の
ものを作り上げていくのがよいだろう。
以下では最初に実験経済学の意思決定理論を紹介する。というのは、実
験経済学は実験データを基に意思決定理論を構築する努力を 10年以上続
けており、その成果が現れつつあるからだ 10。その成果の中には大きく
計算機を用いたもの、既存の期待効用理論に修正を加えるもののふたつ
が存在する。共に進化経済学の意思決定理論に参考になることは間違い
ないが、ここでは計算機との親和性に重点を置いて、前者について詳し
く説明する 11。

10一方で意思決定理論から神経経済学に進んだ Camererのような者もいる。
11期待効用理論の修正で議論を進めるのは BowlesやGintisといったアメリカの進化
経済学者である。彼らは equity avasion を効用関数に取り込んだ Fehrたちと共同で大
規模な実験を世界各地で行い、より説明力の高い効用理論の構築を目指している。この
ような方針も、もちろん評価されるべきであるが、静的な効用関数に還元することで適
応的意思決定の重要性が失われるもことを認識しておく必要がある。



A1 B1

A2 2,4 6,0

B2 3,3 1,5

表 5: Erev and Rothが検討した利得表

次にこれを踏まえて、進化経済学の意思決定理論の展望を述べる。進
化経済学の意思決定理論は計算機の特長を生かし、様々なアルゴリズム
を実装することから始め、計算機実験の結果やその他の情報を用いて不
要なアルゴリズムを削除していくことで形作られることが議論される。

4.1 実験経済学における意思決定理論
1990年代後半以降、プレイヤの利己性を保持しつつも、主流派経済学が
仮定するような強い合理性は想定しない意思決定モデルの構築も進んだ。
例えば質的応答均衡 (QRE, [24])や学習理論 ( [9], [10])、EWA (Experience

Weighted Attraction)学習 [4]があげられる。ここでは学習理論について
簡単に紹介する。

ErevとRoth (1995)の学習理論アプローチは「他の被験者の行動を考
慮した最適反応 」を想定しない。また、過去の経験に基づいて、相手プ
レイヤの戦略に関する信念を形成することない。代わりに彼らが被験者
の意思決定として想定するのは、過去に高い得点をあげた戦略の使用確
率を増やすという強化学習ルールである12。彼らは混合戦略均衡を 1つだ
け有するゲームの実験データを収集・分析したり、不確実性下での２項選
択実験の結果を収集し、強化学習モデルでの再現を試みた。その結果、単
純な強化学習モデルのほうが実験結果を正確に記述できることがわかっ
た。以下ではRothと Erevの意思決定モデルを簡単に解説する。かれら
はは表 5(混合戦略ナッシュ均衡のみ)を用いて計算機実験を行い、被験者
実験の結果と比較した。

12Rothと Erevがモデル作成の際に基準としたのは以下の 3点である：1．実験心理
学における、人と動物の学習に関する実験の頑健な結果と一致したモデルであるべき：
過去によい結果をもたらした選択肢がより高い確率で選択される。2．経験に応じて意
思決定者どのように行動を変えるかに関するモデルは、問題と なっている実験環境下
で起こりえない観察に基づくべきではない。3．モデルは実験データにおいて観察され
得ない行動 (観察)に基づいてはならない。そして、明確な尺度はないがモデルはでき
るだけシンプルな方がよい。



t回目の意思決定において、プレイヤー iが n個の選択中 k番目の選択
肢を選ぶ性向 (選ばれやすさ、実数)を qik(t) とする。次に彼らの強化関
数を定義する。

R(xik) = xik ° xmin (1)

xikはプレイヤー iが k番目の選択肢を選んだときの利得である。xmin

はゲームで得られる最小利得である。強化関数を用いてエージェントの
性向を更新する。更新方法は以下の通りである。

qik(t + 1) =

(
qik(t) + R(xik)

qik(t)
(2)

更新された性向に基づいて行動が選択される。k番目の選択肢が選択さ
れる確率は、

pik(t) =
qik(t)

Σn
j qij(T )

(3)

となる 13。次に初期値 s(0)を導入する。これは学習速度や学習時に得る
報酬に影響を与える強度と解釈でき、全てのエージェントに共通の正の
値である。Xiは利得の絶対値の平均であり、表 5の行プレイヤーなら、3

になる。
s(0) =

Σn
j qij(0)

Xi
(4)

計算機実験は１．実験と同じ方法で対戦ペアを決定する２．確率選択の
実施３．行動に従って利得を与える４．性向を更新するという４ステッ
プを繰り返し実施する。

ErevとBarron (2003) [7]はこれまでの研究を発展させて様々な効果 (ロ
ス回避効果や利得ランク効果など)を考慮した強化学習モデル (RELACS

図 5参照)を提案している。シミュレーションの結果はRothとErevの研
究 [9] よりも多くの実験において均衡予測よりも正確に実験結果を予測
できるようになった。
さらに、Camerer(2003) [4]はExperienced Weighted Attraction Erevbar-

ron2003 という概念を導入し、強化学習と仮想プレイ (fictitious play)を
融合させた学習モデルを提案している。しかし、本節で解説した単純な
強化学習に比べて複雑な構造を持ち、取り扱いにくいという難点を持つ。
被験者の意思決定は限定合理的で、ヒューリスティクスと満足化原理
に基づいている。その上で対戦相手との相互作用や状況変化によって時

13確率計算にボルツマン分布を用いた学習モデルも使用される。



図 5: RELACSの概要：出典 [8], p.53



間とともに変化する適応的なものでもある。その意味では実験によって
意思決定の進化を分析できる。計算機を用いて被験者の意思決定を再現
するために構築されたモデルは主流派経学の意思決定モデルとは異なる
様相を示す。この種のモデルは被験者の意思決定の一部しかカバーして
いない点でまだまだ役不足であるが、主流派経済学が考慮しなかった意
思決定に光を当てている。今後の発展も考慮しつつ、このようなモデル
を使用して具体的状況を分析するのは意義深い。

4.2 進化経済学の意思決定理論の構築に向けて
現在のところ、強化学習を基礎においた扱いやすい意思決定モデルでは

RELACSが最も複雑である。RELACSを始めとした計算機ベースの意思
決定モデルは適応的な意思決定過程を追跡して分析できるというブレイ
クスルーも成し遂げた。しかし、現実の意思決定はより多彩である。ま
ず、RELACSでは戦略を連結させるとか、既存の意思決定を組み合わせ
て新しい意思決定を生み出すといった複雑な意思決定は表現しきれない。
よって、進化経済学が目指すのはそういった一層複雑な意思決定を内
包した意思決定理論の構築だろう。既存の意思決定を組み合わせて生ま
れる意思決定を表現するには遺伝的アルゴリズムや遺伝的プログラミン
グを実装するのが有効であると思われる。また、多市場接触に見られた
ようなゲームの連結についてはあらかじめ実装しておくのもよいかもし
れない。エージェントの性質を学習させる枠組み (利己的エージェントと
して振る舞うのか、利他的利己なエージェントとして振る舞うのか、純
粋利他的エージェントとして振る舞うのか)を作ってもよいだろう。
このように、様々な要素を実装させるのが意思決定理論構築のための
第一歩だろう。どの要素を用いるかは実験で観察されたかどうかが鍵に
なる。様々な要素が詰め込まれた意思決定モデルを計算機実験によって
評価し、追加された意思決定が真に独自の意思決定なのか、実は既存の
意思決定モデルの組み合わせに過ぎないのかを、計算機実験やその他の
知見から分析し、取捨選択する必要がある。その結果得られるモデルが
進化経済学の意思決定理論を体現したものになろう。また、実装された
意思決定アルゴリズムを書き下せば、ある意思決定が他の意思決定とど
のような関係にあるのか明瞭になる。進化経済学の意思決定理論を構築
することで意思決定の見取図を描くことができる。



5 結語
本稿では進化経済学の意思決定理論を構築し、学問的基礎を構築すべ
きであることを論じた。具体的には実験経済学の知見 (実験結果、実験経
済学の意思決定理論) を十分に活用し、それを基礎に適応的な意思決定理
論の構築にいそしむべきである。その際、様々な意思決定を実装するだ
けでなく、意思決定を取捨選択する必要がある。
進化経済学の意思決定理論が構築されるとき、様々な経済現象を進化
的視点からより深く捉えることが出来るだろう。
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2 ᧄⓂ䬶䬽ਥᵹᵷ⚻ᷣቇ䬽ቯ⟵䬾䯸ศ↰䯴2005䯵䬽 1䯵ਥⴕേ䭡⚂᧦ઙઃ䬜䬽ᦨㆡ化ⴕേ䬷䬦䬵

ቯᑼ化䬨䭚䬢䬷䯸2䯵ਥ䬽ᗧᕁቯ䬛⋧䬺ᢛว⊛䬷䬹䭚⁁ᘒ䬺䭗䬲䬵ቯ⟵䬤䭛䭚ဋⴧ䭡␠ળ䮩䮎䮲

᭴▽䬽ၮ␆䬷䬨䭚䬢䬷䯸䭡ណ用䬨䭚䯺䬢䬽ቯ⟵䭡用䬓䭚䬢䬷䬶䯸৻⥸ဋⴧ⺰䬯䬠䬶䬹䬞䭹䯃䮧ℂ⺰䬛৻⥸

化䬦䬮ᓟ䬽䬽ਥᵹᵷ⚻ᷣቇ䭡⼏⺰䬽⸷⁁䬺タ䬪䭚䬢䬷䬛น⢻䬷䬹䭚䯺 
3 ⪺⠪䬾⑼ቇືቇ用⺆䬽䬄䮘䮰䮇䭫䮧䬅䭗䭙䭑䬤䭘䬺✭䬓ᗧ䬶䬄⇇ⷰ䬅䬷䬓䬕⸒⪲䭡用䬓䬵䬓䭚䯺ᧄⓂ

䬶䬽ᥳቯ⊛䬹ቯ⟵䬷䬦䬵䯸䬄䬬䬽ℂ⺰♽ౝ䬶䯸⺰ℂ⊛䬺㐽䬧䬮ᒻ䬶⺑น⢻䯴ሽน⢻䯵䬹⽎䬽

✚䭡䬦䬮䭑䬽䬅䬷⸒䬕䬢䬷䬺䬦䬵䬙䬞䯺 



䡿᥊᳇ᓴⅣ⺰䯂⚻ᷣᚑ㐳⺰ 

6䯵⚻ᷣ䬽⾰⊛⊒ዷ䬽ಽᨆ䯴㐿⊒⚻ᷣቇ䯂⚻ᷣ⊒ዷ⺰䯂⒖ⴕ⺰䯵 

 

 䬑䭚ℂ⺰䮘䮰䮇䭫䮧䬺䬙䬓䬵䬄䬬䬽ℂ⺰♽ౝ䬶䯸⺰ℂ⊛䬺㐽䬧䬮ᒻ䬶⺑น⢻䯴ሽน⢻䯵䬹⽎

䬽✚䭡䬦䬮䭑䬽䬅䭡䬄⇇ⷰ䬅䬷䭅䬢䬷䬺䬨䭚䬷䯸ㅴ化⚻ᷣቇ䬶䬾⚵❱䭓ᐲ䬽⊒↢⺰䭑⇇ⷰ

䬺䭏䬢䬷䬛น⢻䬹৻ᣇ䯸ਥᵹᵷ䬽ဋⴧ⺰䬶䬾ᐲ䭓⚵❱䭡 䏄䏇 䏋䏒䏆 䬶䬹䬓ᒻ䬶⇇ⷰ䬺䭏䬢䬷䬾㔍

䬦䬓4䯺ዊጊ䯴2005䯵䬶䬾䯸ㅴ化⚻ᷣቇ䯂ਥᵹᵷ⚻ᷣቇ䬷䭑䬺䯸䯼䯵䬚䭘䯿䯵䭍䬶䬺䬾ᒝ䬓৻⽾ᕈ䬛䬑䭚䬢䬷䯸

ਥᵹᵷ⚻ᷣቇ䬶䬾䯿䯵䭍䬶䬷䰀䯵એ㒠䬽䮏䮛䮊䭶䬽䮱䮺䭶䬛䮗䮰䮗䮰䬶䬑䭚䬢䬷䯸ㅴ化⚻ᷣቇ䬶䬾䰀䯵એ

㒠䬽⼏⺰䬛䯼䯵䬚䭘䯿䯵䭍䬶䬷⥄ὼ䬺䮱䮺䭸䯃䭿䬛䬾䬚䭛䭚น⢻ᕈ䬛䬑䭚䬢䬷䭡ਥᒛ䬦䬮䯺 

 

1.3. 䮦䭶䮴⊛ၮ␆䬽䮱䮒䮬䯃䭩䮲䱊৻㉿Ⴆ䬷䬦䬵 

 ㅴ化⚻ᷣቇ䬷ਥᵹᵷ⚻ᷣቇ䬾ో䬞䬽ℂ⺰⊛䮖䯃䮐䭺䭩䭡䭑䬳䯺ਥ䬽ⴕേේℂ䭡ⷙቯ䬨䭚ᄢ

೨ឭ䬷䬦䬵㒢ቯวℂᕈ䬛ᝪ䬗䭘䭛䭚䯺ਥ䬽ⴕേ䬾䬷䬜䬺䬾ᘠ⠌䬺ᓥ䬲䬵ቯ⊛䬶䬑䭙䯸䬷䬜䬺䬾

ቇ⠌䭓┹䬺䭗䬲䬵ᄌ⇣䬨䭚䯺䮖䮺䮐䮝䮊䭶䬽⸥䬺⠌䬕䬷䯸ਥ䬽ᗧᕁቯ䬾ᜬ䯂ᄌ⇣䯂┹䯂

ㆬᛯ䬽ฦ䮞䮴䮂䮀䬺䭗䬲䬵⚻ᷣ䭾䮀䮍䮧ౝ䬶ᤨ㑆䬽⚻ㆊ䬽ਛ䬶⊒ዷ䯂ᄌ化䬦䬵䭕䬞䯺䭍䬮䯸໑৻䬽⊒ዷ䮞

䮴䮂䮀䬷䬓䬕䭑䬽䬾䬹䬞䯸᭽䫽䬹ὼ䬺䭗䬲䬵⊒ዷ䮞䮴䮂䮀䬾ᄙ᭽ᕈ䭡䭑䬳䯺 

 䬢䬽䭗䬕䬺䯸ㅴ化⚻ᷣቇ䬽⇇ⷰ䬶䬾䯸ਥ䬽ⴕേේℂ䬺ਥᵹᵷ⚻ᷣቇ⊛䯴䭑䬦䬞䬾ᣢሽ䬽䮦䭶

䮴⚻ᷣቇ⊛䯵䬹ቯ䭡ណ用䬨䭚䬽䬾ήℂ䬛䬑䭚䯺䯴ᢙℂ䮩䮎䮲䬺䬪䭗䭾䮦䮬䮳䯃䭾䮮䮺䬺䬪䭗䯵䭘䬚䬽䮩䮎

䮲䭡䬲䬮⼏⺰䭡ⴕ䬕႐ว䬺䬾䯸ታ㛎䭓␠ળ⺞ᩏ䯂ㆊ䬽ᱧผ⊛䬹䬸䬚䭘䬦䬮ⴕേේℂ䬛ណ

用䬤䭛䭚䭈䬜䬶䬑䭚5䯺 

 䭯䯃䭿䭮䮺䮏䭾䮦䮬䮳䯃䭾䮮䮺⎇ⓥ⠪䬚䭘䬮႐ว䯸䮩䮎䮲䬶ណ用น⢻䬹ᒻ䬶ᢛℂ䬤䭛䬮ⴕേේℂ䬾䭍䬯

䭍䬯ዋ䬹䬓䯺ᄙ䬞䬽႐ว䯸⎇ⓥ䬛ⴕേਥ䬽ⴕേේℂ䭡⥄ಽ䬮䬰䬶ಽᨆ䬨䭚䮳䮠䮲䬚䭘䮀䮆䯃䮏䬨䭚䯺ಽ

ᨆኻ⽎䬷䬨䭚⽎䬺䭗䬲䬵䬾䯸ⴕേේℂ䬽ಽᨆ䬬䭛⥄䬛৻䬳䬽⎇ⓥ䬷䬹䭚䮳䮠䮲䬽㔍ᤃᐲ䯂ᬺ量䬷

䬹䭚䬢䬷䭑䬑䭚䯺 

ಽᬺ䬷ㆊ䬽⎇ⓥᚑᨐ䬽⫾Ⓧ䬶ቇ䬛ᚑ䭙┙䬲䬵䬓䭚䬢䬷䭡⠨䬗䭚䬷䯸䬄䮦䭶䮴⚻ᷣቇ䬺ౖဳ⊛䬹

⋉ᦨᄢ化ⴕേ䬽ቯ䭡ታ㓙䬽ⴕേේℂ䬶ઍᦧ䬦䬮䮩䮎䮲䭡᭴▽䬨䭚䬢䬷䬅䭡ㅴ化⚻ᷣቇ䬽㊀ⷐ䬹ᣇ

ᴺ⺰⊛․ᓽ䬷䬦䬵䭐䯸ઍᦧ䬨䭚ⴕേේℂ䭡ᗧ⼂⊛䬚䬳♽⊛䬺㓸䬨䭚䭈䬜䬯䭜䬕䯴䬢䬽ᣇะᕈ䬾䯸

䮖䮺䮐䮝䮊䭶䬽♖䬽⥄ὼ䬹ᑧ㐳䬶䬑䭚䯵䯺䭍䬮䯸䬬䬕䬨䭚䬢䬷䬶䮦䭶䮴⊛ၮ␆䭡䮱䮒䮬䯃䭩䮲䬨䭚䬢䬷䭡⠨䬗䭚

䭈䬜䬯䭜䬕䯺ઍᦧ䬨䭚ⴕേේℂ䭡㓸䬨䭚䬺䬑䬮䬲䬵䬾䯸䎶䏌䏐䏒䏑(199䎚)䬛䬡䬮ၮḰ䯴⸘量⚻ᷣቇ䯸Ꮢ႐

䬺㑐䬨䭚ታ㛎ቶ䬶䬽⎇ⓥ䯸วℂᕈḰ䬺ኻ䬨䭚䮍䮀䮏䯸㗴⸃䬺㑐䬨䭚ታ㛎ቶ䬶䬽⎇ⓥ䯸ડᬺ䬽

ᗧᕁቯ䬺㑐䬨䭚䭸䯃䮀䮀䮆䮎䭪䯸⚻ᷣผ䯸ᔕ用⚻ᷣቇ䬚䭘ᓧ䭘䭛䬮䮎䯃䮆䯸ኻ⽎䭡⋥ធ⺞ᩏ䬦䬮䭼䯃

                                                  
4 ขᒁ⾌用䭓ⓠㅛჇ䬽⼏⺰䭡用䬓䭛䬿䯸⋉ᦨᄢ化ⴕേ䭡用䬓䭚ੱ䫽䬽㑆䬶ᐲ䬽ᔅⷐᕈ䭡⼏

⺰䬨䭚䬢䬷䬾น⢻䬶䬑䭚䯺䬦䬚䬦䯸ขᒁ⾌用䭑ⓠㅛჇ䭑ቯ䬦䬮໑৻䬽ဋⴧ䭡⸽䬶䬜䬹䬞䬨䭚䯸䬷⸒

䬕ᗧ䬶ਥᵹᵷ⚻ᷣቇ䬽⇇ⷰ䬷෩ኒ䬺䬾⋧ኈ䭛䬹䬓䯴䰉㗴䬽⺑䬛⺰ℂ⊛䬺㐽䬧䬵䬓䬹䬓䯵䯺 
5 ਥᵹᵷ⚻ᷣቇ䯴䭑䬦䬞䬾䬬䬽␠ળቇ⊛ᒛ䬶䬑䭚วℂ⊛ㆬᛯℂ⺰䯵䬷ห᭽䬽ቯ䬛⸵ኈ⸵䬤䭛䭚䬽

䬾䯸䯽䯵ਥ䬛⋥㕙䬨䭚㗴䬛චಽᤃ䬦䬞ቢో䬺วℂ⊛䬺⸘▚䬦䬜䭛䭚႐ว䯸䯾䯵ෳᾖ䬶䬜䭚⚿ᨐ䬛ή䬞

╙৻ᰴㄭૃ䬷䬦䬵วℂ⊛ⴕേ䭡ቯ䬨䭚䬦䬚䬹䬓႐ว䯸䬺㒢䭘䭛䭚䯺 



䮠䭫䮎䯃䮆䯵䬛৻䬳䬽ᜰᮡ䭡ਈ䬗䬵䬞䭛䬵䬓䭚䯺  

 

2. ㅴ化⚻ᷣቇ䬽ℂ⺰䮋䯃䮲䬷䬦䬵䬽䭯䯃䭿䭮䮺䮏䮠䯃䮀䭾䮦䮬䮳䯃䭾䮮䮺 

 䭾䮦䮬䮳䯃䭾䮮䮺䬾᭽䫽䬹䭩䮞䮴䯃䮈䬛䬑䭚䬛䯴⚻ᷣቇ䬽ᢥ⣂䬶⸒䬕䬹䭘䯸ઍᢙ⊛䬺⸃䬜䬜䭛䬹䬓䭑䬽䭡ᢙ

୯⸘▚䬨䭛䬿ో䬵䭾䮦䮬䮳䯃䭾䮮䮺䭡名ਸ਼䭚䬢䬷䬛䬶䬜䭚䯵䯸ᧄⓂ䬶䬾䭯䯃䭿䭮䮺䮏䮠䯃䮀䭾䮦䮬䮳䯃䭾䮮䮺

䯴䎤䎥䎶䯵䭡⼏⺰䬽ኻ⽎䬷䬨䭚䯺䬬䬽ቯ⟵䬺䬾ዊጊ䯴2005䯵䬺ᓥ䬲䬵䬄ᗧᕁቯ䮩䮎䮲䭡ᜬ䬳䮦䭶䮴䬹ⴕേਥ

䰉䭯䯃䭿䭮䮺䮏㆐䬶ಽᨆ䬦䬮䬓⚻ᷣ⽎䬺හ䬦䬮䮩䮎䮲䭡䭺䮺䮛䮬䯃䮆䬺᭴▽䬦䯸䭯䯃䭿䭮䮺䮏㑆䬽⋧

用䬺䭗䬲䬵⊒↢䬨䭚⚿ᨐ䭡ಽᨆ䬨䭚䬅䭩䮞䮴䯃䮈䬷䬨䭚䯺 

 

2.1. 䎤䎥䎶 䬽⟎䬴䬠 

 䭍䬩䯸䎤䎥䎶 䬛ℂ⺰䮋䯃䮲䬷䬦䬵用䬓䭘䭛䭚㗔ၞ䭡⏕ቯ䬦䬵䬙䬞ᔅⷐ䬛䬑䭚䬯䭜䬕䯺 

 

１ １ኻ1orዋ数 ᄙኻᄙ

䉭ー䊛ℂ⺰

Ꮢ場䊝䊂䊦
䋨৻⥸ဋⴧ䊝䊂䊦䋩

最ㆡ化

ઁ者のㆬᛯの
⥄ಽ䈻のᓇ㗀

ዊ

大

䉥ー䉪ション
䋨䉭ー䊛ℂ⺰䋩

Ꮢ場䊝䊂䊦
䋨ㇱಽဋⴧ䊝䊂䊦䋩

⋧用の
ਥ数

１ １ኻ1orዋ数 ᄙኻᄙ

䉭ー䊛ℂ⺰

Ꮢ場䊝䊂䊦
䋨৻⥸ဋⴧ䊝䊂䊦䋩

最ㆡ化

ઁ者のㆬᛯの
⥄ಽ䈻のᓇ㗀

ዊ

大

䉥ー䉪ション
䋨䉭ー䊛ℂ⺰䋩

Ꮢ場䊝䊂䊦
䋨ㇱಽဋⴧ䊝䊂䊦䋩

⋧用の
ਥ数

 
࿑ 1 ਥᵹᵷ経済学ߩℂ論࡞࠷㈩⟎࿑ 

 

 ࿑ 1 䬾ਥᵹᵷ⚻ᷣቇ䬺䬙䬠䭚ℂ⺰䮋䯃䮲㈩⟎࿑䬶䬑䭚䯴ዊጊ 2005䯵䯺ᮮゲ䬺䮩䮎䮲ౝ䬶⋧用䬺

㑐䭞䭚ਥᢙ䯸❑ゲ䬺ઁ⠪䬽ㆬᛯ䬛⥄ಽ䬽ᗧᕁቯ䬺ਈ䬗䭚ᓇ㗀䭡䬷䬲䬵䬓䭚䯺䬢䭛䬶ಽ䬚䭚䬢䬷䬾䯸

ਥᵹᵷ⚻ᷣቇ䬾䮩䮎䮲䬽䭑䬳ⶄ㔀䬤䭡ᚻ䬺䭺䮺䮏䮴䯃䮲䬨䭚䬢䬷䬶⺑ജ䭡ᜂ䬦䬵䬓䭚䬢䬷䬶䬑䭚䯺ㄭ

ᐕ䬾䭹䯃䮧ℂ⺰䬛ಽᨆ䮋䯃䮲䬽ਥᵹ䬷䬹䬲䬵䬓䭚䬛䯸䮩䮎䮲ౝ䬽ਥᢙ䬛ᄙᢙ䬺䬹䬲䬮႐ว䬺䬾ⶄ㔀䬹

⸘▚䭡⸃䬜ಾ䭚䬽䬛෩䬦䬓䬮䭐䯸ᣢሽ䬽Ꮢ႐䮩䮎䮲䭡用䬓䬵䬓䭚䬽䬾㑆㆑䬓䬹䬓䯺 

 䎤䎥䎶 䬾䯸䬬䬽ജ䬽⼾ን䬤䬺䭗䬲䬵䯸࿑ 1 䬶ⓨ⊕䬷䬹䬲䬵䬓䭚⋧用䬽ਥᢙ䬛䬄ᄙኻᄙ䬅䬶䯸ઁ

⠪䬽ㆬᛯ䬽⥄ಽ䭇䬽ᓇ㗀䬛䬄ᄢ䬅䬶䬑䭚㗔ၞ䭡ᛒ䬕䬢䬷䬛น⢻䬶䬑䭙䯸䬬䬢䬺ᄢ䬜䬹น⢻ᕈ䭡⒁䭐䬵䬓䭚䯺 

 

2.2. 䮦䭶䮴⊛ၮ␆䬽ᄌᦝ䬺䬕ᤨ㑆䮩䮎䮲䬽ᄌᦝ 

 䭾䮦䮬䮳䯃䭾䮮䮺䬶䬾䯸ኻ⽎䬷䬨䭚⽎䭡䮩䮎䮲化䬨䭚䯺ਅ䬺 䎯䏄䏙䏈 䏄䏑䏇 䎰䏄䏕䏆䏋䯴19䎚5䯵6䬺䬑䭚䮩䮎䮲ᚑ

                                                  
6 ㅴ化⚻ᷣቇ䯴䬙䭗䭂䭯䯃䭿䭮䮺䮏䭾䮦䮬䮳䯃䭾䮮䮺䯵䬷ਥᵹᵷ⚻ᷣቇ䬽ᣇ䬚䭘䬄ਛ┙䬅䬹䮩䮎䮲化ᚻᴺ䭡



ᚻᴺ䭡␜䬨䬛䯸䮩䮎䮲化䮞䮴䮂䮀⥄䬾䯸䭾䮦䮬䮳䯃䭾䮮䮺䬶䭑ᣢሽ䬽⚻ᷣቇ䬶䭑䭊䭋ᄢᏅ䬹䬓䯺 

 

1) ᵈ目䬦䬮⽎䭡ⷰኤ䬨䭚 

2) 䬬䬽⽎䬛䬑䭚ᧂ⍮䬽䮞䮴䮂䮀䯴䮩䮎䮲䯵䬽ᦨ⚳⚿ᨐ䬯䬷䭎䬹䬦䯸䬬䬽⚿ᨐ䭡↢䭎䬦䬮䮞䮴䮂䮀䬽ផ

⺰䭡ⴕ䬕 

3) 䮩䮎䮲䬚䭘ᓧ䭘䭛䬮⚿ᨐ䬛ታ㓙䬽⚿ᨐ䭡䬕䭍䬞⺑䬶䬜䬵䬓䭚䬚䭡ᬌ⸛䬨䭚 

4) น⢻䬶䬑䭛䬿䯸䬓䬞䬳䬚䬽䮘䮰䮨䯃䮆䬽୯䭡ᄌᦝ䬦䬮䭙䯸䬓䬞䬳䬚䬽ᄌᢙ䭡ട䬗䬮䭙䯸䬷⸒䬲䬮ઃ㓐⊛䬹

ᠲ䬶⁁એᄖ䬽䬑䭙䬕䭚น⢻ᕈ䭡䭾䮦䮬䮳䯃䮏䬶䬜䭚䬚䭡⠨ኤ䬨䭚 

5) 䮩䮎䮲䬛ᱜ䬦䬓䬚䭡⥄䬦䯸ᔅⷐ䬹䭘ᣂ䬦䬓䮩䮎䮲䬽᭴▽䭡目ᜰ䬨 

 

 ㅴ化⚻ᷣቇ䯴䬙䭗䭂 䎤䎥䎶䯵䬽䮩䮎䮲化䬺䬑䬮䬲䬵䬽Ꮕ⇣䭡ᢓ䬗䬵ᜰ៰䬨䭚䬷䬨䭚䬹䭘䯸䮩䮎䮲䬽䬄☸ᐲ䬅䬺

䬑䭚䯺䭗䭙ౕ⊛䬺⸒䬕䬹䭘䯸ਥᵹᵷ⚻ᷣቇ䬾䮩䮎䮲ౝᤨ㑆䭡䬨䭚䬽䬺ᄙ䬞䬽႐ว䬄ᦼ䬅䬽৻䬳䬽ᤨ

㑆න䬶චಽ䬹䬷䬢䭜䭡䯸ㅴ化⚻ᷣቇ䬽䮩䮎䮲䬶䬾ᤨ㑆ౝᤨ㑆䬛ⶄᢙᔅⷐ䬶䬑䭚႐ว䬛ᄙ䬓䯺 

ਥᵹᵷ⚻ᷣቇ䬶䬾䯸วℂᕈ䬽ቯ䬶ⴕേ䮩䮎䮲䭡৻ర▤ℂ䬦䯸ⴕേ䬽㓸⸘୯䮠䯃䮀䬶ᤨ㑆䬛

ㅴⴕ䬨䭚䯺ဋⴧ⺰䭡用䬓䬵ᤨ㑆䮞䮴䮂䮀䭡⺰ℂ⊛ᤨ㑆䬶▤ℂ䬨䭚䯺ဋⴧ⺰䬶䬾ㅪ┙ᣇ⒟ᑼ䭡⸃䬞䬢䬷

䬚䭘䭑ಽ䬚䭚䭗䬕䬺䯸䮩䮎䮲ౝ䬺䬾หᤨቯ䬛ᄙ用䬤䭛䭚䯺  

৻ᣇ䯸ㅴ化⚻ᷣቇ䬶䬾ⴕേ䮩䮎䮲䬛䯴ᧄᒰ䬽ᗧ䬶䬽䯵ⴕേ䮠䯃䮀䬶᭴▽䬤䭛䬵䬓䭚䯺ⴕേ䬽

㓸Ⓧ䬾䭘䬚䬽ഃ⊒․ᕈ䭡ᜬ䬳䬢䬷䬛ᄙ䬓䬮䭐䯸න⚐䬹㓸⸘୯䭡᳞䭐䭚䬯䬠䬶䬾ήᗧ䬶䬑䭚䯺䭍䬮䯸

ℂ⺰ᨒ⚵䭎䬺ဋⴧ⺰䭓ㅪ┙ᣇ⒟ᑼ䭡用䬓䭚䬢䬷䬛ዋ䬹䬓䯺䬬䬽䬮䭐䯸ᤨ㑆න䬾ᱧผ⊛䬹䭑䬽䬷䬹䭙䯸

䬬䭛䬭䭛䬽ⴕേ䬷ቯ䬺䬾⏕䬹㗅ᐨ䬛䬑䭚䯺ਗ䬦䬵ㅴ䭏ᤨ㑆䬛ሽ䬨䭚䬢䬷䬛䬑䬲䬵䭑หᤨቯ䬾

䬹䬓䯺 

 

2.3. ၮᧄ䮩䮎䮲化䮘䮆䯃䮺 

  1 䬾䯸䎤䎥䎶 䬶用䬓䭘䭛䭚ၮᧄ⊛䬹䮩䮎䮲化䮘䮆䯃䮺䭡␜䬦䬮䭑䬽䬶䬑䭚䯺 

 

 1 ABS  ࡦ࠲ࡄ化࡞࠺ࡕၮᧄߩ
 ⋧用ⓨ㑆 ⋧用ᒻᘒ ⠨ 

ㅴ化䯂ቇ⠌ဳ ․䬺䬹䬦䯴䮰䮺䮇䮧䮥䮊䮈䮺䭷䯵 1 ኻ 1  ౝㇱ䮩䮎䮲䭡లታ䬤䬪䭚 

䮂䮲ဳ ᩰሶⓨ㑆䯴ဋ⾰⊛䬹ⓨ㑆䯵 1 ኻ 1䐙࿐ ㄝ䬷䬽䭎⋧用 

ੱᎿᏒ႐ဳ䯴金Ⲣ䯂䎱䎺䯵 Ꮢ႐ 䎱 ਥ㑆⋧用 㓸⸘量䭡ㅢ䬧䬮⋧用 

 

 䎤䎥䎶 䮩䮎䮲䬽ജ䬛㜞䬤䬾䯸䮩䮎䮲᭴▽⠪䬽᭴ᗐജ䯸䭺䯃䮎䭪䮺䭷䯴䮞䮴䭷䮰䮧䯵⢻ജ䯸䭾䮦䮬䮳䯃䭾䮮䮺

⚿ᨐ䬽䮎䯃䮆䮥䭫䮒䮺䭷䯴ᗧ䬽䬑䭚⚿ᨐ䭡ᜪ䬓䬨⢻ജ䯵䬺ᄢ䬜䬞ଐሽ䬦䬵䬓䭚䎚䯺䬬䬽䬮䭐䯸ᣢሽ䬽䮩䮎

                                                                                                                                                  
⸥ㅀ䬨䭚䬮䭐䬺䯸ᢙℂ␠ળቇ䬷⚻༡ቇ䬛ਥ䬽⪺ᦠ䬚䭘䮩䮎䮲化ᚻᴺ䭡ᒁ用䬦䬮䬛䯸․䬺㗴䬾䬹䬓

䬾䬩䬶䬑䭚䯺 
䎚 ฦ⒳䮩䮎䮲化䬽㒢⇇䬾䯸⎇ⓥ⫾Ⓧ䬷ᡰេ䮋䯃䮲䬽⊒㆐䬶స䬤䭛䬵䭕䬞䬾䬩䬶䬑䭚䯺 



䮲䬾䯸䭯䯃䭿䭮䮺䮏㑆䬽⋧用䬛ⴕ䭞䭛䭚ⓨ㑆䯂⋧用䬽ᒻᘒ䬽 2 䬳䭡䭺䮺䮏䮴䯃䮲䬨䭚䬢䬷䬶䯸ⶄ㔀

䬤䭡㘺䬓ᘠ䭘䬨Ꮏᄦ䭡䬦䬵䬓䭚䯺 

➅䭙䬦ੱ䬽䭿䮳䮺䮥䮩䮎䮲䬺ઍ䬤䭛䭚ㅴ化䯂ቇ⠌ဳ䬽䭾䮦䮬䮳䯃䭾䮮䮺䮩䮎䮲䬶䬾䯸䮩䮎䮲ౝ䬽ᗧ

ᕁቯ䮩䮎䮲䭡లታ䬤䬪䭚ઍ䭞䭙䬺⋧用䬨䭚⋧ᚻ䭡 1 ੱ䬺⛉䭙䯸䮰䮺䮇䮧䮥䮊䮈䮺䭷䬷䬓䬕ᒻ䬶⋧

用ⓨ㑆䭡䭊䭋ήⷞ䬦䬵䬓䭚䯺ⶄ㔀♽䮝䯃䮧ೋᦼ䬺䭗䬞⚫䬤䭛䬮䮂䮲䭱䯃䮏䮥䮏䮺䭓 䎨䏓䏌䏖䏗䏈䏌䏑 䏄䏑䏇 䎤x䏗䏈䏏

䯴1996䯵䬽 䎶䏘䏊䏄䏕䎶䏆䏄䏓䏈 䬺䭗䭚ੱᎿ␠ળ䮩䮎䮲䬶䬾䯸⋧用䬨䭚ⓨ㑆䭡ᩰሶⓨ㑆䬺㒢ቯ䬦䯸⋧

用䬽⋧ᚻ䭡ㄝ䬽䮥䮀䬽䭎䬺㒢ቯ䬦䬵䬓䭚䯺ੱᎿᏒ႐䮩䮎䮲䬶䬾 䎱 ੱ䬛หᤨ䬺⋧用䬶䬜䭚䬛䯸ข

ᒁᚲ䭡䬦䬮⋧用䬺㒢ቯ䬦䬵䬓䭚䯺 

 

2.4. ᣂ䯂ౕਥ⟵⊛䬹ℂ⺰ⷰ 

 䭯䯃䭿䭮䮺䮏䭾䮦䮬䮳䯃䭾䮮䮺䬶䬾䯸䭯䯃䭿䭮䮺䮏䬽ⴕേ䮩䮎䮲䬺ੱᎿ⍮⢻⎇ⓥ䬽⍮䭡୫䭙䭚䬢䬷䬛䬑䭚䯺

ᒝ化ቇ⠌䭓䮒䮬䯃䮰䮲䮔䮊䮏䬹䬸䭡用䬓䬵䭯䯃䭿䭮䮺䮏䬽ᗧᕁቯ䮩䮎䮲䭡䬦䯸⍮⢻䭡ᜬ䬳䭯䯃䭿䭮䮺䮏

䬽⋧用䬶ഃ⊒䬨䭚⚿ᨐ䭡ಽᨆ䬨䭚䯺ታ㓙䬺䯸ⴕേਥ䬛䮩䮎䮲䬶䬤䭛䬮ᗧᕁቯ䮩䮎䮲䭡ណ

用䬦䬵䬓䭚䬚䬾䬑䭍䭙㗴䬷䬪䬩䯸ណ用䬦䬮ᗧᕁቯ䮩䮎䮲䬛↢䭎䬨ⴕേ䬛วℂ⊛䭯䯃䭿䭮䮺䮏䭗䭙䭑

ജ䬛⼾䬚䬶䯸ታ㛎䭓⺞ᩏ䮎䯃䮆䬷䬽ㆡวᕈ䬛㜞䬓䬢䬷䬛㊀ⷞ䬤䭛䭚䯺 

 䬢䬕䬓䬲䬮䭩䮞䮴䯃䮈䭡ណ用䬨䭚㒢䭙䯸ᣢሽ䬽ਥᵹᵷ⚻ᷣቇ䬺䭗䬞䬑䭚䬄㕖ታ⊛䬹ቯ䯂䮩䮎䮲化䬅䬷䬓

䬕ᛕ್䬽৻ㇱ䬾䯸ㅴ化⚻ᷣቇ䭑ฃ䬠⛮䬛䭛䭚䬢䬷䬺䬹䭚䯺䮩䮎䮲䬺ⷐ᳞䬤䭛䭚ታ䬷䬽ኻᔕ䬛䯸䬢䭛䭍䬶

䬾䮩䮎䮲䬺䭗䬲䬵੍᷹䬤䭛䬮ᢙ୯䬯䬠䬶 䎲䎮 䬯䬲䬮䭑䬽䬛䯸䮩䮎䮲ౝ䬶䬽䭯䯃䭿䭮䮺䮏䬽ᝄ䭚⥰䬓䭇䬷৻Ბ㓏

ౝㇱ䬺䭙ㄟ䭢䬯䬯䬠䬶䬑䭚䯸䬷䬓䬕ᛕ್⊛䬹ᜰ៰䭡ฃ䬠䭚䬢䬷䭑䬑䭚䬯䭜䬕䯺 

 䬢䬽⒳䬽ㆶరਥ⟵䬽┙႐䬚䭘䬽ᛕ್䬾䯸Ᏹ䬺ⴕ䬕䬢䬷䬾䬶䬜䭚䯺⁁䬶䬾䯸䭯䯃䭿䭮䮺䮏䬽ᗧᕁቯ䮩䮎

䮲䬛ⴕേ⑼ቇ䯂⍮⑼ቇ䯂ੱᎿ⍮⢻⊛䭩䮞䮴䯃䮈䬶᭴▽䬤䭛䬵䬓䭚䯺䬢䬕䬓䬲䬮⁁䬺ኻ䬨䭚ᛕ್䬺╵䬗

䭗䬕䬷䬦䬵䬓䭚䭩䮞䮴䯃䮈䬷䬦䬵⚻⚻ᷣቇ䭡䬡䭚䬢䬷䬛䬶䬜䭚䬛䯸䬶䬾䬓䬞䬳䬚䬽␜ໂ⊛䬹⚿ᨐ䭡ਈ

䬗䬵䬓䭚䬽䭎䬶䬑䭙䯸⁁䬽ಽᨆ䯻╷䭇䬽用䭡目ᜰ䬨䮞䮰䭷䮥䮍䭪䮊䭶䬹┙႐䬚䭘䬾䯸ᒰ㕙䬾䬄⚿ᨐ䬺

ᄢ䬓䬺ᵈ目䬦䬳䬳䭑䯸ᒰ㕙䬾ណ用䭡ប䬗䭚䬅䬷䬓䬕㑐ଥ䬺䬹䭚䯺 

 

2.5. 䭾䮦䮬䮳䯃䭾䮮䮺䬶᧪䭚䬢䬷䯸᧪䬹䬓䬢䬷 

 ℂ⺰䮋䯃䮲䬷䬦䬵䬽䭾䮦䮬䮳䯃䭾䮮䮺䬺䬾䯸䬄䮩䮎䮲᭴▽⠪䬽ഭജᰴ╙䬶ജ䬛㜞䭐䭘䭛䭚䬅䯸䬄⺑䯻

⸃䬦䬮䬓⽎䬽䮞䮴䮂䮀䭡䯸⚦䬚䬹䮀䮍䮊䮞න䬶ㅊ䬓䬚䬠䭚䬢䬷䬛䬶䬜䭚䬅䬷䬓䬕․ᓽ䬛䬑䭚䯺䬢䭛䭘䬽․

ᓽ䭡↢䬚䬦䬮ല䬹䭾䮦䮬䮳䯃䭾䮮䮺䬽用ᣇᴺ䬾䯸䬄䮱䭩䮲䬹⸳ቯ䭡䬨䭚䬢䬷䬶䯸ታ䬺䬢䭙䬕䭚䬷

ᕁ䬗䭚䬆䭾䮑䮱䭱䬇䭡䬓䬞䬳䭑↢ᚑ䬨䭚䬅䬢䬷䬺䬹䭚䬯䭜䬕䯺䭾䮑䮱䭱䬽⢻ജ䬛䯸䭾䮦䮬䮳䯃䭾䮮䮺䬽ᦨᄢ䬽ᱞ

ེ䬶䬑䭚䯺䭾䮑䮱䭱䬺䭗䬲䬵䬦䬮䭑䬽䬛ㆊ䬽⽎䬹䭘䯸䬄ᱧผⷫ⊛䬹䮩䮎䮲(䎰䏄䏏䏈䏕䏅䏄 䏈䏗. 䏄䏏. 1999)䬅

䬷䬹䭙䯸᧪䬢䭙䬕䭚⽎䬹䭘䬄੍ᗐ䮩䮎䮲䬅䬷䬹䭚䯺 

 䬬䬽ᗧ䬶䯸䭾䮦䮬䮳䯃䭾䮮䮺䬾䬄੍᷹䬅䮋䯃䮲䬶䬾䬦䬵䬹䬓䯺䭾䮦䮬䮳䯃䭾䮮䮺䭡੍᷹䬺䬕䬺䬾䯸⁁䬶

䬾䮩䮎䮲ജ䬽⼾ን䬤䬛ㅒ䬺⿷᨟䬷䬹䬲䬵䬓䭚䯺ജ䬽⼾ን䬤䬾ജ䬨䭈䬜ᄌᢙ䬽ᄙ䬤䬺䬳䬹䬛䭚䯺

ജ䬨䭈䬜ᄌᢙ䬽ో䬵䬺ታ䬷ኻᔕ䬦䬮䮎䯃䮆䭡用ᗧ䬨䭚䬢䬷䬾㔍䬦䬞䯸ᄌᢙ䬽ᄙ䬤䬾ฦᄌᢙ䬺䭍䭛䭚

୯䬽䭞䬩䬚䬹⺋Ꮕ䬽⚥Ⓧ䬺䭗䬲䬵ᦨ⚳⚿ᨐ䬛ᄢ䬜䬞⇣䬹䬲䬵䬦䭍䬕䬢䬷䬺ㅢ䬧䭚䯺䬬䬽䬮䭐䯸ᱜ⏕䬹ᢙ୯੍



᷹䬺䬕䬢䬷䬾䬚䬹䭙㔍䬦䬓䬯䭜䬕䯺 

 

3. 䭍䬷䭐䰆ℂᗐ⊛䬹䭾䮦䮬䮳䯃䭾䮮䮺ታᣉ䬽䭫䮨䯃䭿 

 ᧄⓂ䬶䬾ㅴ化⚻ᷣቇౝ䬺䬙䬠䭚䭯䯃䭿䭮䮺䮏䭾䮦䮬䮳䯃䭾䮮䮺䬽⟎䬴䬠䬷น⢻ᕈ䬺䬳䬓䬵ㅀ䭈䬵䬜䬮䯺

ᦨᓟ䬺䯸ઁ㗔ၞ䬷䬽㑐ㅪ䭡䭐䬮䭍䬷䭐䭡䬦䬵䬙䬢䬕䯺ㅴ化⚻ᷣቇ䬺䬙䬠䭚䭯䯃䭿䭮䮺䮏䭾䮦䮬䮳䯃䭾䮮䮺䬾䯸

䯴ෳᾖ䯂ജ䬤䭛䭚䯸䬷⸒䬕ᗧ䬶䯵ታ㛎⚻ᷣቇ䭓ੱ䬺ኻ䬨䭚⺞ᩏ䬽ਅᵹ䬺䬑䬮䭙䯸䯴⺑䯂ജ䬤䭛

䭚䯸䬷⸒䬕ᗧ䬶䯵ᱧผ⊛䭓╷⊛⼏⺰䬽ᵹ䬺䬑䬮䭚䯺ജ䬤䭛䭚㗄目䬛⤘ᄢ䬶䬑䭚䬯䬠䬶䬹䬞䯸

⺑䬨䭈䬜ኻ⽎䭑ⶄ㔀䬶䬑䭚䯺䬬䬕䬓䬲䬮ታ⊛ⷐ᳞䬺ᔕ䬗䭚䬺䬾䯸䭍䬯䭍䬯ㄝⅣႺ䬾ᧂᚑᾫ䬶䬑䭚䯺 

 ੱ⊛䬺䬾䯸䭾䮦䮬䮳䯃䭾䮮䮺⎇ⓥ䬛⏕┙䬨䭚ᦨ⚳⊛䬹䭻䯃䮲䬷䬦䬵䯸ᣂᐙ✢䬽㐿⊒䭡䭫䮨䯃䭿䬦䬵䬓䭚䯺

ㆊ䬽⎇ⓥ⫾Ⓧ䬺䭗䬲䬵⚿ᨐ䬽ቯᕈ䬛චಽ⏕䬤䭛䬵䬓䭚䬄ᨗ䭛䬮䬅ⷐ⚛ᛛⴚ䭡用䬓䬵䮩䮎䮲䭡⚵䭎

䬡䭚䬢䬷䬶䯸䭾䮦䮬䮳䯃䭾䮮䮺⚿ᨐ䬽䭩䭭䮏䮞䮊䮏䬽ା㗬ᕈ䭡䬳䯸䬷䬓䬕䭩䮞䮴䯃䮈䬶䬑䭚䯺䬬䬕䬓䬲䬮ℂᗐ

⊛⎇ⓥ䮀䮆䭫䮲䬛ታ䬽‛䬷䬹䬲䬮䬷䬜䯸ㅴ化⚻ᷣቇ䬶䭾䮦䮬䮳䯃䭾䮮䮺⎇ⓥ䬛⏕┙䬦䬮䯸䬷⸒䬕䬢䬷䬺䬹䭚

䬯䭜䬕䯺 

 

ෳ⠨ᢥ₂ 

䎭䏒䏖䏋䏘䏄 䎰. 䎨䏓䏌䏖䏗䏈䏌䏑 䏄䏑䏇 R䏒䏅䏈䏕䏗 䎤x䏗䏈䏏䏏䎏1996䎏 䎪䏕䏒䏚䏌䏑䏊 䎤䏕䏗䏌䏉䏌䏆䏌䏄䏏 䎶䏒䏆䏌䏈䏗䏌䏈䏖䎏 䎰䎬䎷 䎳䏕䏈䏖䏖䎏 䎦䏄䏐䏅䏕䏌䏇䏊䏈 
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制度経済学における「当事者」の意図と行為
実証研究への含意を中心に

徳丸　宜穂∗

1 問題の所在
本稿の目的は，制度経済学の実証研究，とりわけ比較制度論が抱える基本的問題点の一つを検討
し，この問題認識が惹起する制度経済学の実証研究における課題を明らかにすることである．筆者
は，制度に関する理論的・根本的な問題の研究に従事しているわけではないが，かかる問題を検討
しておくことは，実証研究を方向付ける上でも不可欠だと考える．そこで本稿では，重要な実証研
究分野の一つである比較制度論に対象を限定した上で検討を行う．第２節ではまず，「制度によって
成果を説明する」という構図を，制度経済学における比較制度論が，明示的にであれ暗黙裏にであ
れしばしば共有していることを明らかにする．その上で，この構図は問題含みであるということを
主張する．これを踏まえて第３節での主張は，敢えて単純化して述べるならば，制度論の実証研究
の焦点を，「制度」そのものから制度下での「当事者行為」へとシフトすべきだということである．
これは，制度論の「当事者」論的転回と呼びうる方向性である．また，このシフトによって派生し
てくる具体的な研究課題についても論じる．

2 ＜制度→成果＞という基本構図とその問題点
本稿では制度を，「共有化された規範・規則・思考習慣」として定義しておく．このような，法や
機関，組織のようなフォーマルな制度から，慣習のようなインフォーマルな制度までを包括する定
義を与えておけば，本稿の目的にとって十分であると思われる．本稿はこれ以上，制度の定義の問
題に立ち入らない1．制度論を純粋に理論的な次元で検討する代わりに，本節では，制度経済学の
実証研究，とりわけ比較制度論で前提されている基本構図を摘出し，その問題を検討することに焦
点を絞る．なぜならば，実証研究に対して，対象の解明に有益な仮説を生み出せるか否かが，当該
理論の一つの試金石だと考えられるからである．反面，たとえ当該理論がいかに優れた構築を有し
ていたとしても，具体的な対象をよく照明しえないのであれば，少なくとも実証研究を導く上では
優れた理論だとは言えないだろう．

∗名古屋商科大学経営情報学部講師．E-mail: norio-t@mbox.kyoto-inet.or.jp
1現代経済学者による制度の定義にも微妙な違いが存在することは，例えば青木 [3]による検討を参照．また，ヴェブレ

ンのようないわゆる「旧制度学派」の経済学者は，より包括的な制度概念を持っていた．旧制度学派の経済学が有する固有
の意義については，例えば磯谷 [6][7] を参照．
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2.1 比較制度論における基本構図：＜制度→成果＞
比較制度論2といっても様々なタイプの研究があるが，おおよそ次のような課題を共有している

と言えるだろう．
第１に，各国の経済制度の多様性に関する解明である．各国の経済制度は自由市場経済型のシス
テムに収斂するだろう（あるいはすべきだ）という主張にもかかわらず，現実には各国経済は依然
として制度的多様性を維持している．そうした多様性はなぜ持続するのかというのが，この種の研
究で解明されるべき問題である．多くの研究は，(1)各国の経済制度は異なる優位性を発揮しうる
ので，一元的に優劣を付けられないということ，および，(2)制度間に「制度的補完性」がある場
合，個々の制度変更を難しくするような頑健性が生み出されると言う理屈づけから，多様性が持続
するという事実を説明している3．
第２に，各国の経済成果（パフォーマンス）の説明である．各国の経済成果を規定する重要な要
因は，生産性や技術革新などであるが，こうした成果の国別相違を，各国の経済制度の違いから説
明できるはずだというのが，比較制度論の研究での作業仮説である．実際例えば，労働市場および
資本市場における制度化の違いから，技術革新成果の国別相違が説明できると考えられている．青
木 [1]は，日本の経済制度の下では，漸進的 (incremental)なイノベーションが促進され，米国では
ラディカルなイノベーションが促進されると論じたが，Hall and Soskice[33]は，技術革新成果に
関するこの対比を，日本，ドイツのような調整型市場経済 (coordinated market economy: CME)
諸国と，米国，英国のような自由市場経済 (liberal market economy: LME)諸国という制度類型間
の対比として一般化して論じ，制度が異なると得意な技術革新パタンも異なるという意味で，「制
度的比較優位」(institutional comparative advantage)を持つと論じた4．
ここで強調されるべきことは，後者の解明が前者の課題にとっての前提条件となっているという
事実である．前者のうちでも，(1)の理屈にとって，各国の制度が生み出す成果に関する知識が必
須なのは見やすい．しかし，(2)で主題となる「制度的補完性」はそもそも，制度がどのような成
果を生み出すのかという知識がなければ定義できない概念である5ことに注意が払われるべきであ
る．言い換えれば，いかなる制度がどのような成果をもたらすかを研究者が知らない限り，少なく
とも注 (5)の定義の形での，厳密な制度的補完性は定義できない．それゆえ，前者の (1)(2)のいず
れにとっても，後者の解明が必要だと言える．
以上の簡単な検討から，多くの比較制度論が共有する基本構図のうち，最重要のもののひとつ
が，「ある制度がある成果を生み出す」という，＜制度→成果＞の構図であることが判明した．より

2本稿では，比較制度分析（e.g., 青木 [3]），「資本主義の多様性 (VoC: Varieties of Capitalism)」の政治経済学的研究
（e.g., Hall and Soskice[33]），ナショナル・イノベーションシステム研究（e.g., Nelson[37]），およびレギュラシオン学派
（e.g., Amable[25], Boyer[26]）といった研究グループすべてを念頭に置いている．各グループは，確かに制度の概念化や
理論構築において相違があるものの，私見では，実証研究に対するアプローチの相違は極めて小さいと思われる．その意
味で，こうした研究グループを「比較制度論」と一括して総称することは正当化されよう．

3制度的補完性に関するフォーマルな分析は青木 [3] を，また類似する概念との関連を明確にしたものとして Boyer[27]
を参照．

4技術革新成果に関する同様の対比は，枚挙にいとまがない．例えば，比較制度論によって技術革新成果を説明する分
析枠組に関しては Coriat and Weinstein[31] およびWhitley[42] を, またハイテク産業全般について論じた Casper and
Soskice[29] および Casper and Whitley[30], 医薬品産業に関する Casper and Matraves[28], 日米半導体産業に関する
West[41] などを参照．しかし，後の議論に関係することであるが，CME 諸国と LME 諸国の企業行動が常に対照をな
しているとはいえず，各企業の戦略的な自由度を軽視すべきではない．例えば，半導体産業の企業間関係について論じた
Tokumaru[40] を参照．

5制度的補完性は通常，次のように定義される．経済における領域X, Y があり（例えば労働市場，資本市場），各領域
でなされる制度化の組み合わせによって経済成果 P (X, Y ) が生み出されるものと考える．次が成り立つとき，制度 L1 と
K1 は制度的補完性を有するという．

P (L1, K1) > P (L1, Ki) かつ P (L1, K1) > P (Lj , K1).ただし i, j "= 1.

多くの論者はこの定義を採用しているが，ボワイエは，この定義は「超モジュール性」(supermodularity) の定義だと考
え，これよりも制約が緩い制度的補完性の定義を提示している．Boyer[27] を参照．

2



丁寧に言えば，「研究者が，ある制度が生み出す成果について知っている」ことが，多くの比較制度
論の前提条件であるということになろう．

2.2 基本構図の問題
本稿の主張のひとつは，この＜制度→成果＞の基本構図は問題含みだということである．ある制
度は当事者の行為連関を完全に規定することは出来ないので，確定的な成果が常に生み出されると
は限らない．その意味で，上述の基本構図は成果の不確実性を軽視しているのではないかというの
が，ここでの主張の眼目である．
まず，自明ではあるが確認すべきことは，経済成果は諸当事者の行為連関の結果だということで
ある．したがって，基本構図について考察するに当たっては，＜制度→当事者行為連関→成果＞と
いうように，諸当事者の行為連関という媒介項についても明示的に考察に含める必要がある．
ここで検討すべき問題は，諸当事者の行為連関を考慮した場合にもなお，制度が一意的な「成

果」を生み出すように機能するという，基本構図の認識が果たして正当かどうかということであ
る．この問題を検討する手がかりを得るために，２つの事例を簡単に考察することにする．

1. 日米技術者の労働慣行

通説的な理解によれば，技術者の企業内配置転換（ローテーション）は日本企業
の方が米国企業よりも盛んであり，それにより日本企業では企業内部の技術移転
が促進されるという（伊藤 [4]）．逆に，技術者外部労働市場が確立した米国では，
技術者は企業内でもスペシャリストとして処遇されると考えられている．しかし，
日本生産性本部によって 1988-89年に行われた技術者の国際比較調査によれば，実
は米国企業の方が，技術者が企業内で経験してきたキャリアの多様度は大きい．逆
に日本企業における技術者のキャリア展開は，研究部門→開発部門や，開発部門
→生産部門のように，一方向的で狭い経路であることが多いという．また，米国
企業では研究開発の早期の段階から，多くの部門から部門を集めてプロジェクト
チームを編成し，技術移転を含む情報交流を促進するように試みられている（日
本生産性本部 [18]第２章および第４章）．その反面，企業内技術移転に強みを持つ
とされてきた日本企業でも，事業部と研究所のコミュニケーションに問題がある
とされる（ディ・マルティノ [23]）．
つまり，技術者外部労働市場が確立しているか否かという，企業外部の制度的特
徴から，企業による技術者人事管理の特徴を決定づけることは出来ない．言い換
えれば，企業外部の制度のあり方に制約されながらも，各企業は独自の技術者人
事管理戦略を持ちうるので，このケースでは＜制度→当事者行為＞の規定関係は
大きく不確定性を含むと言うことを意味している．

2. 雇用慣行の歴史的展開

日本企業の男子正社員に関する雇用慣行とされる長期雇用や年功制は，いわゆる
企業特殊的技能6の形成に適合的な制度であると考えられてきた（青木・奥野 [2]第
５章）．さらに一般的に，雇用保障の度合によって労働者による技能形成の内容が

6ただしこれは，企業特殊的技能が現実に存在すると仮定した上での議論である．企業特殊的技能の存在を疑問視する
調査研究もあることに留意すべきであろう．例えば尾高 [10] による説得的な実証分析を参照．
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違ってくるため，企業の製品戦略などにも相違がもたらされるとされる (Hall and
Soskice[33])．
しかし，長期雇用にせよ年功制にせよ，「企業特殊的技能の形成」という＜効果＞
を内在的に持っているとは考えにくい．第１に，両者とも当初は，「企業特殊的技
能の形成」という企業側の要請とは関係なく，戦後の敵対的労使関係における妥
協策として産まれたという起源を持っている（野村 [20]）．その意味で，これら制
度の生成を，制度が生み出す成果によって機能主義的に説明することは事実に反
する．その上で第２に，より強調すべきは，現実に労働者から労働努力を抽出す
るために，戦後日本企業は多大な労力を払わねばならなかったという事実である．
例えば，職務給の導入の試みとその最終的放棄，またその後の職能給・職能資格
制度（＝いわゆる「能力主義管理」）の定着に至るまで，労働生産性向上を追求す
る経営側の試行錯誤，および，それを受けての労働側の模索は決して些細なもの
ではなかったのである（石田 [5]，岩田 [8]）．もし仮に，企業特殊技能形成努力を
含む労働努力を，現実に労働者から抽出する上で，長期雇用・年功制で十分であっ
たならば，戦後日本企業の試行錯誤は不要だったはずだし，むしろ経営側は，一貫
して年功的要素を削減しようと努めてきたというのが事実であった（熊沢 [11]）．
その意味で，「長期雇用・年功制→企業特殊的技能形成」という＜制度→成果＞の
構図は，比較制度論が前提するほど自明ではないと思われる．

以上の事例は，諸当事者の行為連関に関係なく制度が一意的な「成果」を生み出すように機能する
という基本構図には，疑わしい場合があるということを示唆している．上の第１の事例が示すよ
うに，研究者が予期しない行為連鎖を，諸当事者が生み出すことは十分にありうる．そうすると，
同一制度が全く別の「成果」を生み出す可能性がある．また第２のケースが示すように，ある制度
（長期雇用・年功制）の成果（企業特殊的技能形成）と目される事態が，実は見せかけの関係に過
ぎないと言うことも十分にありうる．事実，例えば日本企業における生産現場の効率性は，直接的
には，当事者が定着させた別個の制度（能力主義管理）の定着とその下での行為連鎖（＝運用）の
成果として説明する方が適切だろう．
以上の検討より，一般に，ある制度下での当事者の意思・行為連関に基づく確実なロジックが定
立できない限り，当事者行為を考慮しない＜制度 A→成果 X＞という図式は不確定であると言わ
ざるを得ない．換言すれば，＜制度A→成果X＞という当事者行為抜きの図式を確定できるのは，
ある制度下での諸当事者の意思・行為連関が確定できる場合に限られると言うことである．それに
は，(1)具体的なルールの場合のように，制度がある特定化された当事者行為を指示している場合
か，(2)ある特定の行為以外を排除するような選択圧 (selection pressure)が作用している場合が該
当するだろうが，(2)のような選択メカニズムは具体的に想定しにくいので，事実上，(1)のよう
な場合に限られるであろう7．

7宇仁 [9] および梁 [22] は，＜長期雇用＞＜間接金融＞という制度の組み合わせが経済を安定化させるという仮説を日
本および韓国について実証し，藤田 [21] はその仮説に関するモデル分析を行った．これらの研究では，当事者の行動ルー
ルそのものを，雇用・資金調達の制度であると規定しているので，まさに (1)のケースに該当すると考えられる．特定の制
度の組み合わせが経済の安定化に寄与するという事態を，比較制度論の先行研究と同様に彼らも「制度補完性」と呼んで
はいるものの，彼らの研究は＜制度→成果＞図式の不確定性の問題を回避し得ているという点で，先行研究とは異なって
いるという点に留意すべきである．
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3 実証研究の課題：焦点を「制度それ自体」から「（制度下での）
当事者行為」へ

以上の検討により，当事者行為の考察が重要な場合が確かに存在することは分かった．しかし他
方でなお，制度は当事者の行為を指令したり，当事者に誘因を与えるものなのだから，＜制度→当
事者行為連関＞のパタンが確定できないケースは単なる「例外」ではないかという疑問がありう
る．それゆえ，当事者行為の考察は軽視できる課題であるとする見解があり得よう．そこで本節で
は，なぜ制度論において当事者行為の考察を重視すべきかという問題を検討する．最後に，当事者
行為の考察を重視する制度論の研究課題を例示する．

3.1 制度論で当事者行為はなぜ重要か？
ここで主張したいことは，＜制度→当事者行為連関＞のパタンが確定できない事態は，例外とは
言えないがゆえに，制度論において当事者行為が重要だということである．このことを示すため
に，まず制度を「規則」と「それ以外」に分けて考えよう．前者には，法のような明文化された規
則に加え，慣行のような明文化されない規則も含む．また後者には例えば，貨幣単位や度量衡のよ
うに，尺度となって世界の分節化に資する制度が含まれるだろう．「それ以外」範疇に含まれる制度
に関して＜制度→当事者行為＞の連関が確定できないのは自明であるから，ここでは考察を前者に
集中する．
ここでの問題は，「規則」範疇に含まれる制度において，＜制度→当事者行為連関＞のパタンを
確定させることが果たして可能かどうかということである．およそ規則が「Xであるならば Yを
せよ」という形式をとっているとすれば8，これに従うべき当事者には，Yという条件を満たすこ
とのみが期待されている．その意味で規則は，行為を消極的に規定するに過ぎないと考えられる．
そのため，規則下であるといっても，当事者はなお，多様な行為連関を生み出しうるだろう．例え
ば，A社も B社もともに，不況下でも直ちには雇用調整を行わないという雇用慣行に従っている
としても，異なる人事政策をとることは十分ありうる．その結果，A社では従業員のモチベーショ
ンを維持し得たため，景気回復後の業績を向上させたものの，B社では従業員のモチベーションを
下げてしまい，業績悪化に見舞われた，といった事態が生じることは全く不思議ではない．した
がって，たとえ「規則」範疇に属する制度であっても，＜制度→当事者行為連関＞のパタンを確定
させることは難しいであろう9．

3.2 派生する研究課題
以上の簡単な検討より，＜制度→当事者行為＞の連関が確定できないという事態は，必ずしも例
外とは言えないことが判明する．制度に制約されながらも，諸当事者は一定の自由度を持って行為
するものと考えられるわけである．そうであるならば当然，制度経済学において当事者は正当な位

8ただし，かかる言明が規則であるとする本稿の立場に対しては，異論・反論があり得るだろう．例えば盛山 [15] によ
れば，こうした言明は規則を表現したものであるに過ぎず，規則とはこうした言明を生み出す「理念的実在」であるとい
う．筆者は盛山の見解に同意するし，そうであるならばなおさら，＜制度（規則）→当事者行為連関＞というパタンを確定
させることは難しくなるだろう．なぜなら盛山のように考えるならば，規則もまた上述の「それ以外」範疇に含まれること
になるからである．しかしここでの議論の主眼は，規則を，上述の言明のように狭く規定したとしてもなお，＜制度（規
則）→当事者行為連関＞というパタンを確定させることは難しいということを示すことにある．

9塩沢 [12] は，制度とはミクロ行為とマクロ総過程が展開する文脈を与えるものであるから，同じ制度下であっても異
なる「ミクロ・マクロ・ループ」が展開しても不思議ではないとする．それゆえ，本稿のここまでの議論は，塩沢の「ミク
ロ・マクロ・ループ」論に矛盾なく位置づけられる．
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置を与えられる必要がある10．すると同時に，「当事者にとって制度とは何か」「制度にとって当事
者とは何か」という問いが浮かび上がってくるだろう11．当事者に自由度があるからといって，彼
らが制度の制約下にあることは明白であるし，しかも，制度は当事者の意図・行為によって正統化
されるということもまた明らかである．したがって，制度と当事者の相互構成関係を軽視すること
はできないはずである．本稿はこの問題に答えることは出来ないが，ここでは比較制度論にとって
重要と考えられる実証研究の簡単な方向性を，２点に限って与えてみたい．

3.2.1 当事者内部の制度：その一例としての企業内制度

比較制度論は，雇用や金融にかかわる制度のように，経済全体にかかわる制度から各国の経済成
果を説明しようとしてきたが，この試みには大きな問題があるということは，これまで論じたと
おりである．そうした制度の制約下で，各当事者が内部にどのような制度12を発展させてきたのか
を理解することによって，＜制度→当事者行為＞の連関，言い換えれば，当事者にとって経済全体
の制度がどのような意味を持ったのかを知ることが出来るだろう．なぜならば，当事者内部の制度
は，経済全体の制度の制約下で，当事者がどのように創造的に行為連鎖を生み出してきたのかに関
する「痕跡」に他ならないと考えられるからである．
とりわけ比較制度論が焦点を当てるべき一領域は，企業内制度であると思われる．自明なことだ
が，各企業は部門業績管理，原価管理，研究開発管理，販売管理，人事管理など，多岐にわたって
企業内部に制度を形成している．こうした制度とその具体的運用が，当該企業の経済成果にとって
重要であることは言うまでもないが，これら企業内制度形成が，企業外部の経済制度との関係で論
じられる必要があろう．こうした企業内制度の実証研究によって，ある具体的な経済制度が持つ意
味をより豊かに理解できるようになると考えられる．
例えば，従来の典型的な理解では，「長期雇用→企業特殊的技能蓄積→漸進的イノベーション」と
いうように，＜制度→技術・技能蓄積→経済成果＞というロジックによって現象の説明が与えられ
ることが多かった．しかし，技術・技能が蓄積されたからと言って，それが直ちに成果に結実する
わけではなく，それらを事業に結びつける経営戦略・経営管理が重要である．したがってもし，＜
制度→経営戦略・管理→経済成果＞というあるロジックを，企業内制度の実証研究から発見できれ
ば，重要な意味を持つだろう．
ここで留意されるべきことは，ロジックを新たに発見するといっても，決して，普遍的に該当す
る「制度→成果」という被覆法則 (covering law: Hempel[34])的なものは期待されていないという
ことである．ここで期待しうることは，事例横断的に適用可能な汎用的概念の構築であって，当該
の＜制度→経営戦略・管理→経済成果＞連関は，あくまで可能な展開のひとつに過ぎないというこ
とである13．一例を挙げると，沼上 [19]は，雇用や原材料取引が長期固定的な日本の制度環境の方
が，それらが流動的な米国のケースよりも，新技術への技術転換が早まるという論理的可能性を，

10この点において，青木 [3]が制度を「共有された予想の自己維持的システム」(self-sustaining system of shared beliefs)
として概念化していることは，当事者の意図・行為を正当に位置づけるべきだと考える本稿にとって，学ぶべき方向性を示
している．しかし同時に，上述のような制度概念をとりながら，青木 [3]が「ドメイン」間の制度的補完性を論じているこ
とは矛盾ではないのかどうかという疑問は存在する．なぜなら，本稿の検討を踏まえるならば，研究者が＜制度→成果＞
のパタンを知らない限り，少なくとも注 (5)の定義の形では制度的補完性は定義できないはずだが，当事者の意図・行為を
考慮するならば，そのパタンを研究者が知ることは困難だからである．

11Granovetter[32]は，主体の行為が「社会構造」（＝制度）によって完全に規定されているという見方を oversocialized
explanationと呼び，反対に，主体の行為は何物にも拘束されていないという見方を undersocialized explanationと呼ん
だ．多くの比較制度論は，事実上前者の立場に立っていると思われる．本稿がここまで述べてきたのは，前者のような見方
に対する批判だが，だからといって逆の極論である後者に傾斜するのは適当ではないだろう．

12当事者が個人の場合，当事者内部の制度とは，大きくは思考習慣を意味する．事実ヴェブレンにおいては，思考習慣も
制度として理解されている．

13この主張については，徳丸 [16] で詳細に論じているから，ここでは繰り返さない．
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液晶ディスプレイ技術の形成史を丹念にフォローすることによって発見し，これを「柔軟性の罠」
として概念化した．この，「日本型制度→技術転換の前倒し」という連関は，常に観察されるとは
限らないが，そのような連関が生じる可能性が少なくともあるということである．

3.2.2 制度進化：「発言」(voice)オプションによる制度進化の解明

制度変化も＜進化＞の範疇で捉えうるものとしばしば目される（e.g., 塩沢 [13]）．＜制度→成果
＞という連関が不確定である以上，「成果が劣る制度は淘汰され，より優れた成果をもたらす制度
が生き残る」というような自然選択 (natural selection)過程を含む，単純な制度進化論を正当化す
ることは困難である．さらに，上述のような，（研究者にとっての，ではなく）当事者にとっての制
度の意味を考慮するならば，制度進化はより注意深い扱いを必要とするだろう．
その上で留意しておくべきことは，仮に当事者がある制度に関して不満を抱いたとしても，「当
該制度の廃棄→新たな制度の模索」という経路を辿るとは限らないと言うことである．興味深い一
例は，制度自体は持続していても，それが当事者たちにとって有する意味が全く変わってしまって
いるというケースである．例えば，ドイツの職業訓練システムは当初，社会民主主義的な労働運動
に対抗する目的でビスマルク政権が導入したものだったが，現在では逆に，組織労働者の利害にか
なったシステムとなっている14．したがって，たとえある制度が持続しているからといって，必ず
しも，当事者たちにとって当該制度が常に同じ意味・意義を持ち続けたとは限らないわけである．
むしろ，当事者たちが当該制度を，自分たちに有意義なものとして位置づけ直したがゆえに当該制
度が持続しているというケースが存在することを，この事例は示している．
この事例の含意を一般化するならば，当事者がある制度に関する不満を抱いている場合に，当
該制度からの「離脱」(exit)によって不満を解決する方法のみならず，当該制度に関する「発言」
(voice)によって不満を解決する方法も可能だということである (cf. Hirschman[35])．したがって，
Hirschman[35]が強調するように，経済学のロジックで扱いやすいのは前者の「離脱」オプション
の方ではあるものの，「発言」オプションによる制度進化の解明を等閑視してもよいということに
はならないだろう15．

3.3 進化経済学の研究プログラムとの関係
最後に，制度経済学に対して進化経済学が貢献すべき点について，簡単に述べる．
これまでの議論はすべて，ある特定の制度的文脈における諸当事者の行為連関，とりわけ認識・
行為の創発を含むそれを理解することの重要性という認識に帰結するだろう．しかし同時に，制度
経済学はこれまでに，こうした対象を分析するのに適当な理論枠組を必ずしも準備し得ていないと
いうことも述べた．そこで，進化経済学に期待されるのは，第１に，この間隙を埋めることにある
のではないかと筆者は考える．具体的な方策について議論する準備は筆者にはないが，今日では，
様々な経済実験はもとより，認知科学の知見などから学ぶ所が大きいだろうと思われる．この課題

14この過程の政治経済学的な分析は，Thelen[39] を参照．このように，ある制度の意味合いが転換されるという形での
制度変化の一機構を，彼女は conversion と呼び重視している．同様の構図は多数見られるであろうが，興味深い一例を挙
げると，現在の日本では，週休二日制は労働側の利益にかなった制度であることは自明視されているが，週休二日制を初期
に導入した松下電器では，導入を先導したのは経営側であって，労働組合は平日の残業を促す制度だと見なして反対して
いたのである．ここに見られる conversion に関する詳細な分析として，岩田 [8] を参照．

15既に述べたように，戦後日本企業で長期雇用が維持されてきたといっても，当事者に何らの不満もなく単純に持続し
てきたわけではない．むしろ労務管理のシステムを持続的に再構築し，雇用制度の運用が「能力主義」的に大きく変わって
きたという事実が重要であろう．換言すれば，「発言」オプションが大いに行使されたものと見るべきである．
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は，塩沢 [14]で挙げられている「状況合理性」(situated rationality)概念の内容を具体的に解明す
ると言うことに他ならないだろう．
実はこの課題は，進化経済学にとっては自らの理論枠組の自然な拡張に他ならない．というの
は，当事者の認識と研究者の認識とを明確に峻別すべきという視角は，進化経済学にとって決して
新しいものではないからである．この視角は例えば，進化論を経済学に導入することの可否をめ
ぐって 1950年代末に行われた有名な論争16の参加者に強く意識されている．すなわち Penrose[38]
は，各企業は，客観的な環境そのものに制約を受けるのではなく，正確には，環境に対して各企業
が主観的に形成する「イメージ」(image)によって行動を制約されるのだと論じて，「経済学者は諸
企業の環境条件を知っているのだから，たとえ諸企業がデタラメに行動したとしても，自然淘汰の
議論を援用すれば，どの企業が生き残るかを予測できる」とするAlchian[24]への批判の一論点と
した．また Nelson and Winter[36]は，各企業固有の無数の「ルーティン」によって企業行動はな
されていると考え，その認識をベースにモデルを構築している．ここで Penrose[38]およびNelson
and Winter[36]はもちろんのこと，Alchian[24]もまた，当事者の認識を明示的に組み込んだ理論
構成をとっていることは明らかであろう．
第２に，行為連関が生み出す帰結に関しては，エージェントベース・シミュレーションとの連携
が重要と思われる．この点については詳しくは拙稿 [16]で論じたから繰り返さないが，少なくと
も事例研究や歴史研究は，興味深い経済進化の研究素材を提供できるだろう．

4 結びに代えて
以上本稿では，従来の比較制度論の大きな問題の一つは，当事者の意図・行為を欠いている点に
あるということを示した．その上で，当事者の意図・行為に焦点を当てた研究方向で考えられる実
証研究の課題を例示した．
ところで，もし仮に，当事者の意図・行為を抜きにして＜制度→成果＞の連関を考えることがで
きるならば，実証研究の大きな課題の一つは，（諸）制度が予想通りの成果を生み出しているかどう
かを統計的に検証するということになろう．本稿には，こうした計量的研究の妥当性について検討
する準備はない．しかし，本稿が示したように，当事者の意図・行為を抜きにして＜制度→成果＞
の連関を考えることは困難であるならば，実証研究の課題・方法について再考する必要があること
は確かである17．本稿では，そうした研究課題のうちのいくつかを例示しておいた．また，制度経
済学が抱えている理論的問題に対する，進化経済学からの可能な貢献についても，簡単に指摘した．
もちろん筆者には，制度経済学に関する理論的問題を本格的に検討する準備はないし，実証研究
の方法に関して本格的に論じる準備もない．それらは，理論家・学史家の手に委ねられるべき問題
だと考えている．その意味で本稿は，ある問題を解明したというより，問題提起に留まっているだ
ろう．むしろ，以上のような認識に基づく実証研究を具体的に行うことが，筆者にとっての大きな
課題である．
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