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���ű%�;�ȃǕˋ)��$6��9	(�űȆ�$�<?�%�<	 
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��(:6�ěķ(;&6ďĒÃyďĒ˄*ĲˬŷŞ*ÅÉʷ)ı��<˓�<	
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���Ȅŵ�&�$*ǼŵǶß���ȋȼǫ+ŵƦȼǫ~Ȑ°˓@ǔ�$����
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ǫČ&�$*BPBȼǫČ&) 3ǃß�<Ǚʷ@ɰ�""�!�	&�!$6�*ȼǫ
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=��*Ƚƻ�GNP+ IT&ʺɢ)9!$Ɛ
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ùʞċ*�Ǟ6ɀɁ��˃ƒȼǫ.*şł+Ʋ4/�6(�	Jwz`tTzOqx*

©ʈ�Ɏ.*ʚƉ&�ȋȼǫ*Éƛ(��ɵ�*ǩßţǺȐ)(<&ɑ
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グローバル資本主義とクリーピング・ソーシャリズム 
̶̶21世紀の資本主義と社会主義を展望する̶̶1 

 

東京大学名誉教授 柴垣和夫 
０．はじめに 
Ⅰ. 20 世紀の総括 
 １．20 世紀はどういう時代であったか 
 ２．ソ連型社会主義の特質とその難点 
  ３．社会主義の目標と課題についての新視角 
 ４．現代資本主義の特質 
 ５．福祉国家における労働力商品化の部分的止揚 
Ⅱ．21世紀資本主義の展開と展望 
 １．新自由主義と資本主義のグローバル化 
 ２．金融グローバリゼーションと産業グローバリゼーション 
 ３．資本主義の歴史的限界と社会主義の可能性 

 
 

０．はじめに 
 ご参会の皆さん、ただいまご紹介いただきました柴垣です。 
 先ずは、このたび創立 70周年をお迎えになった公益財団法人・政治経済研究所の皆さ
まに、心からお祝いを申し上げます。おめでとうございます。また本日この良き日に、記
念講演のご依頼いただきましたことを光栄に思いますと共に、あわせてご参会いただきま
した皆さまに、お礼を申し上げる次第です。 
 実は私、3年ほど前に大学勤務から完全にリタイヤーし、演壇に立つのも久しぶりのこと
です。在職中は、講義に際してレジュメは作りましたが、草稿はまったくなしに、頭の中
にあることを口から出るままにしゃべっていたのですが、最近少しボケてきたのか、たっ
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た今考えていたことを、すぐ忘れるようになりました。そこで今日は粗相の無いよう完全
原稿を用意して参りましたので、それを読み上げる形で話を進めさせていただきます。ま
た、近年はプレゼンテーションで使うのが普通になったパワーポイントも、使いこなせま
せんので、やや詳しいレジュメの印刷物を作りまして、お手元にお配りした次第です。で
はさっそく内容に入りたいと思います。 
 

Ⅰ.20 世紀の総括 
１．20 世紀はどういう時代であったか 
 全体は 2部に分かれておりますが、第Ⅰ部は「20世紀の総括」であります。講演の副
題に「21世紀の資本主義と社会主義を展望する」と掲げましたが、21世紀を展望するた
めには 20世紀の総括から出発しなければなりません。何故なら、歴史というものは、過
去の積み重ねの上に現在が有り、そこから未来が展開するものだからであります。そこで
20世紀の歴史を振り返りますと、まず注目されるのは、その前半で起こった二度の世界大
戦とその間に生じた世界大恐慌です。これは次の三点で世界の政治･経済･社会を大きく変
貌させる契機となりました。第１は社会主義の現実化と拡大、第２は資本主義の修正資本
主義への変容、第３は植民地体制の崩壊と新興諸国の登場、の三つであります。 
 1-1 社会主義の登場・拡大とその挫折  まず第１の、社会主義の登場と拡大でありま
すが、第１次大戦の末期にロシア革命が勃発してソヴィエト社会主義共和国連邦という社
会主義を目指す国が、地球上に初めて登場しました。第２次大戦後にはソ連の軍事力を背
景に東欧諸国にその範囲が拡大するとともに、アジアでは中国の、当時の言葉で言えば人
民民主主義革命が成功して、社会主義圏はひとつの「世界体制」に拡大しました。もっと
も、この「ソ連型社会主義」と言われる社会主義は、すぐ後で申しますように国権的社会
主義とも言われる極めて歪んだものでして、世紀末の 1990 年代には、ソ連･東欧の場合は
自壊自滅し、中国も市場経済を導入して体制転換を図るなど、挫折してしまうのですが、
少なくとも世紀の半ば過ぎ頃までは、米国を中心とした資本主義世界への強力な対抗勢力
を形成しておりました。 
 1-2 資本主義世界の変容.その成功と破綻  変容の第 2は、二度の世界大戦と大恐慌を
経験したあとの資本主義世界の変質と繁栄であります。その内容は、すぐ後で立ち入って
述べますが、①両大戦の総力戦としての新しい性格、すなわち直接戦争に従事する労働者
や銃後を守る女性を動員する必要からの、参政権の付与による大衆民主主義の形成、②労
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働三権や社会保障の権利などのいわゆる社会権的基本権の確立、③大恐慌後の金本位制の
放棄と管理通貨制の採用による、完全雇用を目的としたケインズ的な所得再分配と景気調
整政策の整備などから成り立ち、第 1次大戦前の古典的資本主義とは質的に区別される福
祉国家の形成を意味するものでした。そして、19世紀の英国に替わって中心国となった米
国を軸に、日本を含む先進資本主義諸国は 1950 年代から 60年代にかけて未曾有の高成
長を実現したのでした。もっとも、ここでも 1970 年代に入りますと、米国に対する西ド
イツや日本のキャッチアップ、産油国の台頭など、経済の不均等発展が米国の地盤沈下を
招き、1971 年のドル危機や 73年の石油危機を経ていわゆるスタグフレーションという深
刻な経済危機を引き起こしました。それは一部の国、米国や英国では、アブセンティズム
を伴って社会秩序そのものの崩壊につながりかねない状況を生み出しました。そこに登場
したのが、1979 年の英国サッチャー政権、80 年の米国レーガン政権であり、両政権は、
新自由主義イデオロギーと市場原理主義を振りかざして、労組つぶしと規制緩和、福祉削
減･富裕者減税による「小さな政府」などの施策を実施するとともに、米国に残された比較
優位産業である金融･証券分野での国際的自由化を推進し、1990 年代以降今日に至るグロ
ーバル資本主義の幕を開いたのでした。 
 1-3 植民地体制の崩壊と新興諸国の登場  変容の第３の植民地体制の崩壊は、アジア･
アフリカ･ラテンアメリカに多くの独立国家を生み出し、これら諸国は、1950 年代に激化
した東西冷戦の狭間で第３勢力として国際政治にその存在感を示しました。しかし 60年
代には西側世界との経済的格差が拡大して、いわゆる南北問題の困難を生み出しました。
70年代以降、一方ではOPECを結成した産油諸国の台頭、他方では輸出主導で成長を図
ったNIEs すなわち韓国・台湾・香港・シンガポールなどがテークオフし、その後をASEAN、
西アジアが追うという構図が生まれました。そして、先に述べたソ連型社会主義の崩壊に
よる旧ソ連圏の資本主義への転換、中国の改革・開放による市場経済の導入もあいまって、
20世紀末以降、BRICs なる新興経済諸国の興隆をもたらし、資本主義のグローバル化の
一翼を担うまでになったのであります。 
 もっとも、この地域にかかわることとしては、冷戦終結以来、混乱が続いている中近東・
西アジアのイスラム圏の問題があります。この点については、パレスチナ問題に象徴され
る元々は英国の植民地政策に発する問題、米国の原油確保政策にかかわる中東政策、部族
制を脱していないアラブ圏の社会構造、それにイスラム教内部の宗派間抗争などが複雑に
からんでおり、問題の全面的把握は、正直に申しまして私の手に負えるものではありませ
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ん。ここに 21世紀の世界にかかわる重要な論点が潜んでいることは確かですが、ここで
は脇に置かせて頂きます。 
 そこで次に、今見て参りました 20世紀を特徴づける三つの内の二つ、ソ連型社会主義
と福祉国家型の資本主義について、少し理論的な検討を加えてみたいと思います。 
 
2．ソ連型社会主義の特質とその難点 
 2-1 科学的社会主義  まず社会主義についてですが、近代社会における社会主義を広
義に理解すれば、それはエンゲルスが『空想から科学への社会主義の発展』で紹介してい
るサン・シモンやフーリエ、ロバート・オーエンなどの思想と実践にまで遡ることができ
ます。しかしいわゆる科学的社会主義、つまり社会主義が科学的根拠を持つ主張として登
場しましたのは、これもエンゲルスが同じ書物で書きましたように、マルクスによる「二
つの偉大な発見、すなわち唯物史観と剰余価値による資本主義的生産の秘密の暴露」によ
ってでありました。前者の「唯物史観」は、マルクス『経済学批判』の序言のなかで定式
化された、社会構成体の歴史的変遷・変革の必然性を、生産力と生産諸関係の矛盾から説
く歴史観のことであり、後者の「剰余価値による資本主義的生産の秘密の暴露」というの
は、マルクスの手で完成された『資本論』（第 1巻）のことだといってよいと思われます。
問題は、その後のマルクス主義による社会主義論と社会主義運動のなかで、この「二つの
発見」がどのように生かされていったのか、であります。私の印象では、それはもっぱら
前者の唯物史観の観点からの立論と具体化が大勢を占め、後者つまり『資本論』の観点か
らの立論が十分に展開されなかったように思われます。 
 2-2 所有論視角からの社会主義論  具体的に言いますと、今申しましたように、唯物
史観は社会構成体の発展を生産力と生産関係の矛盾から説く歴史観ですが、エンゲルスの
前掲書で「社会的生産と資本主義的領有とのあいだの矛盾」と表現されていた資本主義の
基本的矛盾は、その後ソ連やコミンテルンによって、生産力を示す「生産の社会的性格」
と生産関係を示す「領有つまり所有の私的性格」との間の矛盾として把握され、社会主義
は、社会化している生産力に照応するように、生産手段の「所有の社会化」を実現するも
のとして定式化されました。これを私は所有論視角からの社会主義論と名付けております
が、ロシア革命後のソ連、第 2次大戦後の東欧諸国や中国の社会主義建設は、総じて生産
手段の所有の社会化、一国社会主義の下では国有化をめざして進められたのであります。
私がソ連の経済学者と交流を始めた 1970 年代には、農業における協同組合の国営農場へ
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の転換の進展によって、「社会主義から共産主義への移行」が囃されるまでに至っておりま
した。 
 しかし、ソ連型社会主義の発展はそこまででした。 米国との軍拡競争の過大な負担もあ
って 80年代以降経済は停滞し、ゴルバチョフによる改革も空しく、1991 年の自滅的崩壊
に至ったのはさきほど指摘したとおりであります。いったい、どこに問題があったのでし
ょうか。 
 2-3 ソ連型社会主義の難点(1)  生産手段の私的所有を廃絶して社会化すれば、当然資
本主義は廃絶されます。その結果を理想型的に想定しますと、商品・貨幣経済も廃絶され
ますから、市場メカニズムとそれを機能させている価値法則も廃絶されます。価値法則は、
商品の需給関係の調節を通じて、どんな社会も充足しなければならない経済原則である社
会的な労働配分を実現するための、資本主義経済に特有な経済法則であります。それが廃
絶されるということは、価値法則に委ねられていた経済原則の実現を、人間が主体的に行
わなければならないことを意味するわけです。言いかえれば、経済法則に人間が支配され
るのではなくて、人間が主体的に経済を取り仕切ることを意味する、といってよいでしょ
う。これが、所有論視角から導き出される社会主義の理念象だといってよく、そして、そ
の限りでは間違いとは言えません。 
 しかし、ソ連におけるその具体化には、二つの面で大きな困難、というより難点が存在
していたと思われます。その一つは、経済原則実現の方法そのものについてでして、それ
が中央政府による一元的・中央集権的な計画経済として行われたことであります。計画経
済を具体的に担った政府のゴスプラン（中央計画委員会）は、すべての生産品目の品質と
総産出量を設定して、その生産を企業別に割り当て、それに伴う原燃料、材料・部品・半
製品、設備・機械、労働力など、すべての生産要素についての計画指標を作成しなければ
ならなりませんでしたが、その数は最も中央集権化が進んだ 1950 年代に、約 4 万の企業
に対して 2000 万件に及んだといいます。その正確な作業自体が当時の計算手段では無理
だったと思われますが、その点以上に、全面的計画経済そのものに随伴する困難が存在し
ました。すなわち、計画的生産が、原燃料や鉄鋼・機械装置やパンなどの基礎的・規格的
財貨の場合には効果を発揮できても、生活水準の向上によって個人の趣味・嗜好が多様化
し、また流行によって需要が変化する時代が到来しますと、そうした需要に供給を計画的
に適応させることは、およそ不可能だったということです。実際 1960 年代後半以降ソ連
並びに東欧諸国の一部では、分権化と市場経済の部分的導入による集権的計画経済の修正
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が進められたのですが、それが成果をみぬままに周知の自滅に至ったのでした。 
 2-4 ソ連型社会主義の難点(2)  もう一つの難点は、経済を人間が主体的に営むという
場合の「人間」の問題であります。マルクスやエンゲルスが想定したそれは、社会の主人
公となった労働者階級、すでに資本家が存在しないと考えれば人民全体ということでした。
しかし、国家が存在し前衛党による一党独裁下の現実では、経済を担ったのはいわゆるノ
ーメンクラトゥーラといわれる特権階層でした。集権的計画経済において、計画の主体は
ゴスプランの高級官僚群であり、実際に経済を担う現場の企業長はその指示に従い、労働
者は企業長の指示に従う、何れも与えられたノルマを実行する受け身の存在でしかなかっ
たのです。そして、一党独裁のもとで再生産されるノーメンクラトゥーラによる支配は、
たんに経済生活の面のみならず政治や文化を含む社会生活の全領域に及んでおりました。 
 ソ連の場合、ロシア革命の過程で権力組織となったソヴィェトは、当初は複数政党の、
またロシア社会民主労働党のメンシェヴィキとボルシェヴィキの競い合う場でしたが、内
戦の過程で、ボルシェヴィキが 1918 年に改名したロシア共産党の一党独裁の場となり、
その後党内の権力闘争で勝利したスターリンの個人独裁の場となりました。時に個人独裁
さえ含むノーメンクラトゥーラの支配は、その人材供給源である党の力が及ぶ社会領域の
すべてに及びましたが、もともとツァー帝政の支配の下で自由主義・民主主義の経験に乏
しかった人民には、この圧政に抵抗するだけの知恵と力を持ちえなかったのだと思われま
す。 
 何がソ連型社会主義に、このような難点をもたらしたのか。私はその理論上の原因とし
て、唯物史観の命題から直截に社会主義を問題にしたこと、端的に言えば「所有の社会化」
が即社会主義化だと考え実践したことに、課題設定の飛躍があったのではないかと考えて
おります。すなわち、エンゲルスがマルクスの発見として指摘した後者、「剰余価値の発見」
つまり『資本論』で示された資本主義経済の原理から導かれる社会主義論の欠如があった
のではないか、と思われるのであります。そこで次に、この『資本論』から、どのように
社会主義の目標とその実現のための課題設定が導き出されるかをみてみたいと思います。 
 
3．社会主義の目標と課題についての新視角 
 3-1 労働力商品化の無理  マルクスが唯物史観を「導きの糸」として書き上げた『資
本論』は、資本主義の生成・発展に関する歴史過程についての論述を含んでいるとはいえ、
全体としては物理学者の実験室になぞらえられる「純粋な資本主義社会」を「抽象」の力
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によって設定し、そこで作用する経済法則を明らかにした理論の書であります。私の先生
の一人であった宇野弘蔵先生は、『資本論』の読み込みを通じて、唯物史観から導かれた先
の命題とは異なった形での資本主義の基本的矛盾を、労働力商品化の「無理」に基づく資
本の自己矛盾として導き出されました。その要点を述べますと、資本は労働力を商品とし
て購入し使用することによって、労働力が生み出す剰余労働の果実を剰余価値、具体的に
は利潤として取得することによって、一社会を構成し支配できるようになります。しかし、
労働力、厳密には労働能力といった方がわかりやすいと思いますが、労働力はモノではな
くて人間に備わった能力の一つですから、資本が他の商品と同じように直接生産すること
はできません。この、資本が自らの存立の条件である労働力商品を直接には生産できない
という点で、労働力の商品化には「無理」があります。そして、この「無理」が資本の自
己増殖過程における景気循環を必然化し、その一定の局面において資本蓄積が労働力に対
する資本の絶対的過剰を生み出すという資本の自己矛盾を顕在化させ、恐慌という形でそ
れを爆発させます。宇野先生は、このメカニズムを経済学の原理論の体系化を通じて明ら
かにし、恐慌が資本主義の基本的矛盾の爆発であると同時に、その一時的解決の形態であ
ることを示されました。 
 このような宇野経済学の『資本論』理解が正しいとしますと、社会主義は資本主義の基
本的矛盾の基礎にある「労働力の商品化」を止揚することによって実現されるもの、と理
解されなければならないことになります。このことは、抽象的には労働者を人間として解
放し、資本に代わって生産の真の主体ならしめることであります。そしてこの点までは、
すでにソ連崩壊以前までの宇野経済学が明らかにしており、私の指導教官であった大内力
先生ほか何人かの人々は、この視点からソ連や中国の社会主義としての難点を指摘してお
りました。しかし、「労働力商品化の止揚」の具体的内容がどのようなことなのかについて
は、必ずしも明示されず、抽象的な説明にとどまっていたと思われます。私はかつて、ソ
連崩壊直後の 1991 年の経済理論学会の共通論題報告で、その点を宇野経済学の社会主義
論で「未解決の問題」と指摘し、具体的な検討を試みたのですが、ここでその内容を要約
しますと、ほぼ以下のように整理することができます。 
 3-2 労働力商品化の止揚としての社会主義  資本主義のもとで労働力が商品化してい
ることによって次のような三つの特徴が生まれます。第 1に、労働力は商品ですから、そ
の価格である賃金は、労働市場において他律的に決定されることになります。第 2に、労
働力商品も他の商品同様に、その販売可能性は保障されておらず、従って失業ひいては生
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存の危機に陥る可能性があります。そして第３に、これは労働力が資本家に購入された後
の、労働力商品の消費過程つまり労働過程の特徴ですが、それは労働力の買い手である資
本家の意志と指揮のもとに行われ、労働における労働者の主体性が排除されます。いわゆ
る疎外された労働になるわけです。 
 従いまして、労働力の商品化を止揚すると言うことは、この３点を克服することに他な
りません。具体的に言いますと、第１に、労働者自身によって自らの賃金を決定すること、
つまり賃金の自己決定が行われること、第２に、労働者の就業と生存が保障されること、
第３に、労働者による労働過程の主体的な自主管理を実現すること、がその内容となりま
す。 
 このような観点、とくに③の観点からの社会主義の追求は、早い時期にソ連と対立して
独自の自主管理社会主義路線を採用したユーゴスラヴィアにその例をみることができます
が、残念ながらその試みは失敗してしまいました。その失敗の原因を明らかにすることは、
この新しい社会主義を構想するに当たって大変大切なのですが、その点に今ここで立ち入
る余裕はありません。 
 ここでは、今申しました三つの基準でソ連型社会主義を評価するとどうだったか、と言
うことを見ておきますと、第 1の賃金の自己決定と第３の労働過程の自主管理は、建前は
ともかく実質的にはほとんど実現していなかったと言わざるを得ません。せいぜい第２の
雇用と生存の保障のみが、社会的労働配分のかなりの不均衡を伴いながら存在したにすぎ
なかったように思われます。そしてこの雇用の保障が第１と第３の要件の欠如と結びつい
たとき、それはむしろ労働者の労働へのインセンティヴをスポイルするものとして機能し
たように思われます。 
 生産手段の所有が社会化し、私的資本が存在せず、利潤原理が作用しなかった旧ソ連型
社会を資本主義ということはできませんが、それは、ジョークとして言えば、労働者が怠
ける自由を持つことに労働者主権をみるといった、極めて歪んだ社会主義社会であり、こ
れに、先ほど申しました一党独裁下の政治的自由を含む基本的人権の欠如を加えますと、
ソ連はきわめて人民抑圧的な国権的社会主義であったと評価せざるをえないでしょう。 
 ところで、商品化された労働力の特性の、否定ないし克服の目標として想定される三つ
の要件の内容が、具体的にどのような姿で現実化されるのかについては、今後の精力的な
検討が必要ですが、この講演では、のちに現代資本主義諸国でのクリーピング・ソーシャ
リズムを論ずるところで、その萌芽について若干の考察をおこなう予定であります。 
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 3-3 所有論視角優位の背景  ソ連型社会主義の構築に於いて、何故に唯物史観から導
かれる所有論的視角からの社会主義、つまり「所有の社会化」追求の道が採られ、「労働力
商品化の止揚」の追求がさほど意識されなかったのは何故なのか。その点について私は、
ロシア革命を指導したロシアの社会民主党、あるいはレーニンが依拠したマルクス・エン
ゲルスの革命論と、その背景をなす 19 世紀ヨーロッパ資本主義の現実が大きく影響して
いたのではないかと考えております。 
 その点について多少立ち入っておきますと、まずその背景を一口で言えば、19世紀の資
本主義の自由主義段階においては、欧州大陸では封建社会と絶対王政から引き継がれた旧
社会の遺制がなお強く、資本主義の先進国イギリスを含めてましも、社会全体としては、
資本家階級と労働者階級の対立というより、王侯貴族・大土地所有者を含む有産階級と無
産階級の対立が支配的だった、ということであります。イギリス産業資本を代表した綿工
業労働者の主力は未組織の女性と児童であり、のちに労働組合や社会主義政党の中心的担
い手となった男子労働者が支配的になるのは、帝国主義段階における重工業の登場を待た
なければならなりませんでした。農民や手工業者、職人的労働者などの旧中間層は、『共産
党宣言』でも指摘されているような両極分解の形で、その圧倒的部分が無産階級へと没落
しつつありました。また、マルクスが『資本論』初版への序文で指摘したように、先進国
イギリスの現実はドイツなどの「産業的に遅れた国の未来を示す」として、いずれは世界
中に資本主義としての純粋化が進むと考えられておりました。 
 このような状況のもとでは、社会主義は一途に増大する無産階級が支配階級である有産
階級の資産を収奪すること、つまりそれまでの「収奪者が収奪される」ことで、容易に達
成されると考えられたのだと思われます。社会主義革命が先進国から始まる世界革命とし
て展開すると予想されたのも、同じ事情からだと思われますし、それが一般的に「暴力革
命」として想定されたのも、政治権力が旧社会から生き延びた特権階級の手に握られ、無
産階級が政治的に無権利状態であったことからも、当然のことでした。 
 しかし実際には、19世紀末から 20世紀初頭にかけて、資本主義が自由主義段階から帝
国主義段階へと移行してまいりますと、資本主義の国内構造と国際関係は大きく変質し、
有産階級対無産階級といった単純な対立図式から世界革命を導くことは困難になっていた
のです。その点を踏まえて言いますと、ロシア革命はある意味で「敵ミス」もあって成功
した早生的な社会主義革命だったといってよいかもしれません。しかしこの点は、今日の
主題ではありませんので、これ以上は立ち入りません。 
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 そこで次に、20世紀のもう一つの出来事である、資本主義の変貌について、話を進めた
いと思います。 
 
４．現代資本主義の特質 
 4-1 社会主義の脅威・大恐慌による危機  冒頭で述べましたように、20世紀の大きな
出来事の第 2は、資本主義の変貌であります。ロシア革命後の資本主義を、社会主義の影
響を受ける「社会主義と対立する資本主義」と規定し、この時代を世界史的な資本主義か
ら社会主義への移行期と規定したのは宇野弘蔵先生ですが、大方のマルクス経済学者もほ
ぼ同様の時代認識を持っていたと思われます。もっとも、この規定と時代認識は、ソ連が
崩壊した後修正しなければならないと考える研究者も多いようですが、私は依然としてこ
れを維持しております。この講演のタイトルもその点に由来しているのですが、その理由
はこれからのお話しの中でだんだん明らかにするつもりです。 
 ロシア革命による社会主義の現実化と、1929 年秋のニューヨーク・ウオール街の株価
大暴落に始まる世界大恐慌によって受けた、資本主義世界のショックと打撃は、極めて大
きなものがありました。それは資本主義世界にとって、革命の成功そのものが、それまで
は理論と想像の世界でしかなかった社会主義を現実化したものとして脅威でした。また
1920 年代に「永遠の繁栄」を誇った米国が、30年代には 4人に１人の失業者を生み出す
「深く・広く・長い」大恐慌に見舞われるなかで、ソ連が 2度にわたる経済の 5カ年計画
を成功させたことも脅威を増幅させました。スターリン独裁下の悲惨な政治的現実は情報
統制のもとで隠蔽される一方、世界各国で共産党が結成され、恐慌下に労働運動や社会主
義運動の高揚が見られました。 
 4-2 現代資本主義への移行  事ここに至って、資本主義はみずからの原理を部分的に
自己修正し、脱資本主義的ないし社会主義的要素を部分的に内部化しなければなりません
でした。その経済面における修正が、すぐ後で述べます金本位制の終局的停止による管理
通貨制への移行と、いわゆるケインズ政策の採用です。これは米国に先んじて採用した日
本を含む資本主義諸国に普及しました。さらに二度にわたる総力戦としての世界大戦は、
労働者階級と家庭婦人を動員する必要から、労働運動や婦人運動がそれを求めて長年闘っ
てきた、普通選挙権や労働基本権などの付与による「同権化」と福祉の充実を促進するこ
とになりました。 
 私は、両大戦間期を過渡期として、それ以前の資本主義を古典的資本主義、その後つま
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り第 2次大戦後の資本主義を現代資本主義と呼んで区別しております。現代資本主義とい
う言葉でカバーする範囲は、通常修正資本主義と呼ばれ、マルクス経済学者の間では国家
独占資本主義、近代経済学者の中では公私混合経済と呼ばれていたものの内容とほぼ重な
ります。そしてその内容を私は、第 1に経済システムとしての管理通貨制とそれを基礎と
したケインズ政策、第 2に政治システムとしての男女平等普通選挙制を基礎とした大衆民
主主義、第３に社会システムとしての労働基本権と生存権を基礎とした福祉国家、の３点
で理解しております。 
 4-3 管理通貨制とケインズ主義  第１の管理通貨制を基礎としたケインズ政策の出発
点は大恐慌対策でした。日本の高橋(是清)財政が先行し、米国のニューディール、ナチス
ドイツの労働振興政策などが挙げられます。その要点は、恐慌で生じた過剰資本、それは
現実には過剰設備と遊休資金して現れますが、この過剰資本と失業者として存在している
過剰労働力を、赤字公債で調達した利潤を要求しない財政資金で結合し、両者の解消を通
じて恐慌からの脱出を図ろう、というものです。赤字財政による財政政策です。これは第
2次大戦後には、財政政策に中央銀行による金利操作を加えたポリシーミックスによって、
恐慌を事前に回避するための景気調整政策に進化し、1950～60 年代の戦後資本主義の繁
栄を支えることになります。 
 ところで、赤字財政をある程度継続するためには、その前提として国際収支という対外
関係からの制約を回避するために、金本位制、すなわち中央銀行券の金兌換を停止して管
理通貨制に移行することが必要です。大恐慌の後資本主義諸国は次々と金本位制を停止し
て為替レートの引き下げ競争を展開し、それは第 2次大戦の一因となりました。第 2次大
戦後は、その反省から 1944 年のブレトンウッズ協定によって、各国通貨当局に限って金
兌換を保障した米ドルを基軸とする国際的な管理通貨制となりましたが、1971 年 8月の
ニクソン声明による金・ドル交換停止、73 年春の主要通貨の変動相場制移行へと展開し、
現在に至っております。管理通貨制による金の「廃貨」は、一定の条件の下で貨幣数量説
的効果による人為的物価操作、ひいてはそれによる実質賃金操作を可能とするもので、古
典的資本主義から現代資本主義を区別する基本的指標であります。宇野先生の表現によれ
ば「資本主義から骨髄を抜き取る」類のものですが、その意味で、これは社会主義ではあ
りませんが脱資本主義ではあり、将来社会主義が必要とする経済操作の一手段たりうるも
のだと考えられます。 
 4-4 男女平等普通選挙権と大衆民主主義  次は第２の大衆民主主義についてです。日
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本では、民主主義は資本主義に照応する政治制度だという思い込みが強いのですが、先に
も示唆しましたように、資本主義とともに成立するのは制限選挙制による議会制度、いわ
ゆる名望家政治でした。資本主義が確立した 19世紀イギリスで、男子普通選挙制を要求
したチャーチスト運動は敗北しているのです。普通選挙制や婦人参政権は、帝国主義段階
に本格化した社会主義運動が労働運動・婦人運動と共に新中間市民層を巻き込んで要求し、
権力側も世界大戦に労働者や女性を動員する必要から容認し、導入・普及が進んだもので
して、第２次大戦後にようやく、日本を含むほとんどの資本主義国で定着したものでした。
その意味で、男女平等普通選挙権に基づく大衆民主主義は、私は資本主義よりも社会主義
に近親性のある政治制度だと評価できると思っております。 
 4-5 労働基本権・生存権と福祉国家  第３の福祉国家は、第一次大戦後のドイツ革命
の流産後に制定されたドイツ・ワイマール憲法を嚆矢として、第 2次大戦後にはほとんど
の資本主義国が目標とした国家像であります。その骨子は労働基本権と生存権の保障にあ
ります。労働基本権は、ご承知のように団結権・団体交渉権・争議権ないし団体行動権の
三権からなる労働者の集団としての権利です。生存権を保障する社会保障制度は社会保険
と公的扶助からなり、この両者は。制度的には帝政ドイツの社会保険を中心とした社会政
策と英国の救貧政策を引き継いだものですが、社会政策や救貧政策が、皇帝や王様の権力
による恩恵として上から与えられた性格のものであったのに対して、社会保障は国民の権
利として認められたものであり、その性格が質的に異なることに留意しておく必要があり
ます。 
 4-6 クリーピング・ソーシャリズム  このように理解しますと、労働基本権や生存権
などのいわゆる社会権的基本権は、社会主義的理念が資本主義社会の中に部分的に内部化
したしたものとして評価することができます。言いかえれば、資本主義社会の中に芽生え
てきた社会主義の萌芽だと考えることができます。私はこれを、クリーピング・ソーシャ
リズムと呼んでおります。 
 この福祉国家の理念は、1970 年代のスタグフレーションの結果生じた新自由主義の台
頭によって、後退し弱化しているものの、現在なお基本的骨格は維持されているといって
よいでしょう。そして実は、この労働基本権と生存権の公認が、先ほど申しました、資本
主義の基本的矛盾の基礎である「労働力の商品化」と鋭く対立する性格をもち、その希薄
化を通じて、資本主義への社会主義の部分的内部化を端的に表現しているのでして、そこ
で次にその点を具体的にみてみたいと思います。 
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5．福祉国家における労働力商品化の部分的止揚 
 5-1団体交渉による賃金決定  労働者の団結権・団体交渉権・争議権からなる労働基
本権の公認によって、労働者は労働組合に組織され、賃金が資本家（経営者）と労働組合
との間の団体交渉を通じて決定される仕組みが形成されました。その具体的在り方は国に
よって異なりますが、これは労働者自身による賃金の自己決定ではないものの、賃金決定
における労働者の参加を意味するものではあります。労働力商品の価格である賃金は、こ
の仕組みによって、市場で他律的に決定されるものから、労働者の団結という経済外的・
主体的な力による一定の影響を受けて決定されるものに変化しました。これは、労働力商
品の商品性の希薄化のひとつの表現だといってよいと思います。もちろん、賃金決定に当
たって労働組合がどの程度の影響を持ちうるかは、その組織率はもちろん、経済情勢とく
に労働市場の状況と、労使の力関係によって大きく制約されます。大企業と中小・零細企
業とで異なった事態も生じるでしょう。しかし、先に述べた管理通貨制度のもとでのケイ
ンズ政策は、政府による意識的なインフレ政策を可能にしました。これは資本に対して賃
上げをインフレで取り戻すという武器を与えることともなり、労働組合の賃金上げ要求に
対する資本の抵抗を、ある程度緩和する面も有ります。労働基本権の公認は、資本の労働
者階級に対する譲歩であり、金本位制から管理通貨制への移行は、それ自体一定の脱資本
主義を意味するものですが、労働者階級の賃金決定への参加による所得水準の上昇は、技
術革新その他の諸要因とあいまって、皮肉にも1960年代頃までの現代資本主義の「繁栄」
を支えたのであります。もっとも、この仕組みは1970年代以降「賃金と物価の悪循環」に
よるスタグフレーションを招くという限界があらわになるのですが、その点は後で述べた
いと思います。 
 5-2解雇条件の協約化と社会保障  先に述べましたように、労働力の商品化の止揚に
接近する第２の条件は「雇用の保障」であります。この点では、これもまた労働基本権の
公認によって実現された資本家（経営者）による労働者の解雇条件の労働協約化が指摘で
きます。それによって資本家の解雇権が無くなったわけではありませんが、その恣意的な
乱用が困難になったことは確かです。労働協約によって、解雇にも一定の手続きと手順が
定められることは、その内容はこれも国によって異なりますが、労働者にとっては、たえ
ざる失業の恐怖からの一定の解放を意味すます。 
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 しかし、より重要なのは、社会保険と公的扶助による社会保障制度の確立であります。
失業給付・医療給付・老齢年金を保障する社会保険と、その適用を受けられない場合の生
活・医療扶助の制度化は、国民一人ひとりの生存権とそれを保障すべき国家責任を認めた
ことにほかなりません。これによって労働者は、失業して労働力を商品化できない場合で
も、最低限度の生活を営むことを権利として保障されたのであります。その意味で、これ
も労働力商品の商品性の希薄化の一面を示すもの、と言ってよいでしょう。生存権の公認
は、社会主義的理念をブルジョア的権利形式に包摂したもので、本来資本主義の論理から
は出てきようがないものです。この福祉国家のシステムもまた、管理通貨制度が可能にし
たケインズ的完全雇用政策とあいまって、一時期までの現代資本主義の「繁栄」を支えた
のであります。 
 5-3欧米福祉国家の限界  もっとも、このメカニズムはやがて、1970年代以降の欧米
諸国で、その限界が福祉国家の腐朽という形で表面化してまいります。その１つは、失業
の恐怖の緩和に伴う労働組合の団体交渉力の強化が、労働市場の条件を越えた高い賃上げ
を実現し、資本家がそれによるコスト増を価格の引き上げで取り戻すという、いわゆる賃
上げと物価上昇の悪循環をもたらしたことです。物価上昇率は、当初２～３％のマイルド
なものでしたが、石油危機によるその増幅もあって二桁のハイパーインフレ̶ションに悪
性化し、ひいてはスタグフレーション（インフレ下の経済停滞）を生みだしました。その
２は、これも失業の恐怖の緩和が「労働力商品の消費過程」つまり労働過程における労働
モラルの弛緩をもたらし、いわゆるアブセンティズム、無断欠勤や山猫ストなどを頻発さ
せたことです。いわゆる英国病、米国病です。 
 そこから80年代には、新自由主義の「福祉国家亡国論」による労働者バッシングが始ま
ったのですが、それは現代資本主義＝福祉国家の枠内における「労働力商品化の止揚」の
限界を示すものだったと言えましょう。 
 以上で見てまいりましたように、第１次大戦以降の現代資本主義の展開のなかで、運動
としての社会主義の成果が、労働組合による賃金決定への参加、社会保障制度による失業
の救済の２点で、労働力の「商品性」の希薄化つまり私の言う「労働力商品化の部分的止
揚」を実現してきたのですが、そしてこれは程度の差はあれ、日本を含めた先進資本主義
諸国で一様に実現したのですが、残るもう１点の「労働者による労働過程の自主管理」に
つきましては、欧米諸国と日本とではかなり様相が異なっております。いうまでもなく前
者では、この点はほとんど実現しておりません。むしろ雇用保障の部分的実現が上述のよ
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うに労働モラルの弛緩をもたらし、アブセンティズムを発生させさえしました。それに対
して日本の場合には、国際的にも高く評価される高い労働モラルのもとで、ある種の「自
主管理」が成立していることが確認できるのであります。 
 5-4日本的経営と会社主義  1970年代の石油危機の克服過程で、欧米諸国がスタグフ
レ-ションからなかなか立ち直れなかったのに対して、日本がその克服に見事なパフォ-
マンスを示したこと、そして、それを可能にした有力な原因のひとつとして、大企業にお
ける協調的な労使関係を基軸とする「日本的経営」が国際的に注目されたことは、よく知
られております。それは、当初は終身雇用・年功序列賃金・企業別組合の三位一体のシス
テムとして単純にとらえられていましたが、研究の進展につれて、ブルーカラーとホワイ
トカラーを同一の「社員」身分に置いた上での従業員の能力主義的選別と統合、深くて広
い内部労働市場を背景としての、職務のフレキシビリティ-、オン・ザ・ジョブ・トレ-
ニングとジョブローテーションによる労働者の多能工としての熟練形成、そのホワイト・
カラ-版である中・上級管理者の育成、さらにはその帰結としての企業経営者の従業員昇
進者からの選抜、ＱＣサ-クルを始めとする小集団活動、ボトム・アップの意志決定過程、
中・長期的な経営戦略等々、日本の大企業における経営システムのさまざまな特質が検出
されるに至りました。 
 それらを通じて浮かび上がってくる特徴のひとつは、欧米諸国と比べて、日本の企業に
では従業員の経営参加の度合いが著しく高く、その結果、従業員の企業に対する強い帰属
意識が生まれ、「全員参加経営」ともいわれるような企業の「共同体的性格」が形づくら
れていることであります。この企業共同体は、トップから末端の新入社員までが一丸とな
って企業目的の実現のために邁進する人間集団を形成している--少なくとも企業の外か
らはそのようにみえる--のであります。そこでは、労働者が単に労働力の提供者として資
本家（経営者）の指揮のもとに受け身で労働するという、現在なお欧米諸国で支配的な労
働過程とは異なって、労働者が「会社員」として経営者の意志を体して労働過程に主体的
に取り組むという、ある種の集団的「自主管理」が存在するといって間違いありません。
その点で「労働過程の自主管理」の課題も、日本では、すぐ後で述べる限界と疑似性を持
ってではありますが、実現しているといってよいと思われます。さらにいえば、前記の「賃
金の自己決定」「雇用の保障」の課題においても、日本的労使関係においては、一方で経
済情勢によっては雇用の維持のため労働組合が賃上げを自己抑制し、他方では経営者側も
極力解雇の回避に努力するというビヘイビアがとられるのであります。 
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 こうした日本的経営における労働者の積極性と労働規律は、当時来日したソ連や中国の
研究者から「社会主義的」と言う賛辞を頂戴したのですが、私どもは「社会主義でなくて
会社主義なのです」と答えたものでした。そこには次のような限界と問題が存在していた
からです。 
 まず第１に、このような日本的労使関係が成立しているのは、大企業における正規従業
員の範囲に限られ、それは全労働者の約３分の１をカバ-するに過ぎないことです。一部
中堅企業や大企業の援助・指導が及ぶ下請企業の中核労働者は別として、大部分の中小・
零細企業の労働者や、臨時工・パ-ト・派遣労働者の大部分は、このような諸関係から疎
外されております。かれらの賃金は市場できまり、不安定雇用にさらされており、熟練形
成や昇進にもせまい限界があります。 
 第２に、大企業の正規従業員の場合であっても、そこにおける集団「自主管理」的労働
の質が問題であります。それは端的にいって、資本の目的、つまり利潤の追求という大枠
によって限界づけられております。大企業従業員は、この利潤の極大化のために主体的に
取り組んでいるのでして、その意味ではその労働の質は、資本家（経営者）としての労働
の性格をも帯びているのであります。従って大企業従業員は当然利潤の分配にあずかって
いるとみてよく、当然そのしわ寄せは、臨時工やパ-ト・下請けの労働者に及ぼされるこ
とになります。そこに労働者による労働過程の集団「自主管理」の疑似性があり、日本的
経営の社会主義ならぬ「会社主義」としての特質が存在するのであります。 
 いったいこれは何を根拠にしてのことなのでしょうか。それは一口でいえば、戦後改革
（財閥解体）とその後の高度成長の過程で、いわゆる法人資本主義が確立し、大企業の大
株主がほとんどすべて法人となり、また大企業の中核部分によって構成される企業集団で、
法人間の株式の相互持合いが支配的となった結果、ひとつには、株式所有者の企業経営に
対する支配が例外的な場合を除いて作用せず、その結果いわゆる経営者支配が徹底したこ
とです。二つには、そのことと関連して自然人の間における階級関係が希薄化したことに
由来すると思われます。 
 前者は周知のところですので、後者の点を多少敷衍しておきますと、先にも指摘しまし
たように、日本の大企業ではトップの社長から重役までの経営者、そして上・中・下級の
管理者のほとんどが、当初は新入社員であった従業員からの昇進者によって構成されてい
ることと関連しております。そのような人事構造のもとでは、トップから末端までが、「従
業員」としての質的同一性・連続性を持ち、末端に近づくほど労働者的性格が強く、トッ
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プに近づくほど経営者的性格が強くなり、その中間にグレ-ゾ-ンがあるという、階級・階
層区分の不明確さが特徴的となります。裏返していえば、経営者に労働者的性格が残り、
労働者に経営者的性格が付与されているといってもよいでしょう。そして日本的経営の現
実では、この二重の性格のうち経営者的性格がより強く全従業員を支配することによって、
会社ぐるみの集団的「自主管理」、サ-ビス超勤を含む長時間労働でもって資本機能の実
現に邁進する、企業共同体の「会社主義」が実現しているのであります。階級関係の希薄
化は、日本的経営の欧米諸国の場合と比較しての著しい特徴といってよいと思われます。 
 このような戦後の財閥解体を起点とした日本的経営の成立、そこにおける階級関係の希
薄化を、運動としての社会主義の成果として評価することには、若干の抵抗があるかもし
れません。しかし、日本の戦後改革そのものが、全体として当時の世界的な規模での社会
主義の高揚を背景として実施されたものであること、そして、ここで詳述する余裕はあり
ませんが、日本的経営なるものが、俗説のいう日本の伝統文化の産物などではなく、戦後
から高度成長初期までの階級闘争的労働運動に対する、資本と政府の側からの対応過程で
形成されたものであることを考慮しますと、けっしてその例外とは言えないのであります。 
 5-5一応の結論  さて、以上の検討から導き出される一応の結論は、「ソ連型社会主
義」が「所有の社会化」は実現したものの、社会主義が実現すべき本来の経済的課題であ
る「労働力商品化の止揚」という点ではほとんど成功しなかったのに対して、現代の福祉
国家および日本的経営のもとでは、それが部分的でありまた疑似的ではあっても、具体的
に実現されつつあるということであります。そしてそれが、直接・間接に運動としての社
会主義の影響のもとに生みだされたものだということであります。これをまとめていえば、
現代資本主義のもとにおけるクリ-ピング・ソ-シャリズムの展開といってよいでしょう。
同様の評価は、「大衆民主主義」や「福祉国家」についてもいえると思います。1990年代
のソ連・東欧圏の激動を、ソ連型社会主義の破綻と評価することには同意できても、社会
主義の資本主義に対する敗北と評価することには同意できない所以であります。 
 

Ⅱ．21世紀資本主義の展開と展望 
1.新自由主義と資本主義のグローバル化 
 1-1 移行のテコとしての新自由主義 
 1979 年に登場した英国サッチャー政権によるサッチャリズム、80年に米国で登場した
レーガン政権によるレーガノミックスの推進は、スタグフレーション下の社会解体の危機
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に対する資本主義的反動・逆襲でした。そのイデオロギー的特質は、それまでのケインズ
主義と修正資本主義に代わる、市場原理主義と新自由主義でした。日本語訳では同じ新自
由主義ですが、19世紀末の英国の new liberalism が古典的自由主義の修正を意味したの
に対して、このたびの neo liberalism は、少なくともイデオロギー的には、修正された資
本主義を古典的自由主義に回帰させようとする指向でした。福祉国家がバッシングの対象
とされたことは、言うまでもありません。 
 もちろん、現実に歴史の文字通りの逆転があったわけではありません。古典的資本主義
から現代資本主義を区別する金本位制の停止=管理通貨制度や大衆民主主義的政治制度、
さらには生存権・労働基本権などの社会権的基本権の保障を含む福祉国家の骨格は、維持
されたままであります。しかし具体的に実施された荒療治の中身は、労働組合の弱体化、
福祉削減と自助努力の推進、産業・金融・労働などあらゆる分野での規制緩和と公共部門
の民営化、それらに企業減税や所得税累進税率の大幅緩和を合わせた「小さな政府」の実
現等々､いずれも 19世紀自由主義段階を彷彿とさせる諸施策でした。そしてそれと並行し
て、米国がなお比較優位を保っていた金融・証券と農業の分野で対外的自由化要求を進め、
90年代以降のグローバル資本主義への道を切り開いていったのであります。そして日本も
また、この間に生じた激しい日米経済摩擦打開の方策として、新自由主義を受け入れ、第
2臨調の行革路線を展開したのでした。 
 1-2 冷戦の終結と ICT 技術革新  ところで新自由主義と共にもう一つ、資本主義のグ
ローバル化をもたらした動力としての IT 革新、最近のより厳密な言い方では ICT（情報通
信技術）革新による新しい生産力基盤の登場を指摘しておかなければなりません。 
 ICT 革新とは、第１に、デジタル処理技術の向上によるコンピュータの計算能力の飛躍
的向上と、そのポータブル化を可能にしたパソコンの登場、第 2 に、90 年代初頭の東西
冷戦の終結とともに、米国で軍事部門から民間に開放されたインターネットの利用とその
世界的普及、第３に、それらを可能にしたハードとソフト開発を含む情報通信分野での技
術革新の総体、を指す言葉であります。それは、それ自身がもたらした情報のグローバル
化iを含めて、現代資本主義にグローバリゼーション（globalization）という新しい構造変
化をもたらしました。その中国語訳が「全球化」であることに示されますように、それは、
国家間の国境と政治的主権を残したままではありますが、世界経済の、それまでの国際化
（internationalization）を質的に越える「一体化」をもたらすこととなったのであります。 
 1-3 グローバル資本主義  今ここで、国際経済関係、世界経済問題、経済のグローバ
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ル化という三つの言葉の異同について触れておきますと、といいますのは、グローバリゼ
ーションは 16、17 世紀の昔からあった、という見解に異を唱えるためですが、第 1次大
戦前の古典的帝国主義段階までの世界は、植民地支配を内包する主権国家の存在を前提と
した国家間関係つまり国際関係によって律せられていました。国境を越えた経済関係の大
部分が国籍を持った商品貿易・為替取引、・資本の輸出入で占められていたことがその点を
示しております。しかし、第１次大戦後になると国家間関係つまり国境を超えた農業問題
とか通貨問題などの世界経済問題が発生し、それに対応した国際機関の設立などが行われ
ます。最近の地球温暖化を含む環境問題もそのような性格のもので、これらは国家間の交
渉だけでは処理し得ない性格をもつ点で、国際経済関係とは次元を異にするものでした。
今日の経済のグローバリゼーションは、中国語訳の「全球化」がうまい表現だと思います
が、経済関係において国境そのものが形骸化し、世界がひとつの市場になるかのような動
きであります。もちろん、これもよく指摘されますように、経済のグローバル化は同時に
EUとかNAFTAとか ASEANのような地域化を伴っているのですが、それ自身も単一市
場を目指している点で国境の形骸化の側面を持っていることを忘れてはなりません。 
 そこで経済のグローバル化の現実を見ることにしますと、それはやや異なった主役によ
る異なった形での二つの分野、具体的には金融グローバリゼーションと産業グローバリゼ
ーションとして展開していることがわかります。そこで、この両者のそれぞれについて見
ることにします。 
 
２.金融グローバリゼーションと産業グローバリゼーション 
 2-1 金融グローバリゼーション  経済のグローバル化は、まず金融面が先行しました。
それは、世界市場でヒト（労働力）・モノ（商品）・カネ（資金）のうち一物一価が最も成
立しやすい商品はカネですから当然ともいえますが、製造業で日本や NIEs に敗れた米国
の逆襲の側面もありました。なぜなら、金融グローバリゼーションを主導したアメリカの
巨大商業銀行や投資銀行は、米国に残された競争力の最大の比較優位分野だったからであ
ります。 
 ここでそのプロセスを追う余裕はありませんが、米国によって 1980 年代から 90 年代
にかけて推進された金融グローバリゼーションは、初期 IMFにおいては許されていた各国
の資本取引規制の撤廃の推進、すでに 50～60 年代から形成されていたユーロ市場に加え
て各国金融市場でのオフショア市場の形成にまで及びました。その結果、世界の金融シス
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テムは、米国金融資本の主導の下で、モザイク的に存在する各国の金融市場を証券（資本）
市場でつなぐという形に編成されました。そしてこれは、米国に伝統的な金融システムを
グローバルな規模で相似形的に拡大した姿でもありました。しかも ICT 技術の進歩によっ
て、為替や証券などの売買は、世界のどこかで開かれている取引所で瞬時に大量取引が可
能となりましたから、こと先進諸国間の金融取引に関しては、ほぼ単一の世界市場が形成
されたといってよいと思われます。 
 2-2 投機的取引の拡大と繰り返すバブル  金融グローバリゼーションは、いわゆる経
済の金融化・証券化を通じて資本による投機的取引の増大をもたらしました。その点をも
う少し具体的にみておきますと､まず金融面では、第１に、為替レートの変動制移行によっ
てレート変動幅が拡大した結果、貿易などの経常取引の実需以外に、売買差益の獲得を目
的とした為替への投資ないし投機が盛んとなりました。最近では為替取引の８割ないし９
割が実需ではなく、投機目的のものだと言われております。第２に、金利の自由化によっ
て多様なリスクとその程度によって差別化された新しい金融商品や､株式・債券・金利・為
替などを原資産とする、当初はヘッジ目的で設定されましたが、次第に投資や投機の手段
としても利用されるようになった先物・オプション・スワップなどの金融派生商品（デリ
バティブ）が生み出されました。さらに第３に、一方では資金調達を銀行借り入れ（間接
金融）から株式・社債・コマーシャルペーパー（cp） 等の証券発行による直接金融へ転
換する形で、他方では住宅ローンやリース料などの債権などを担保とした証券を発行する
形で､いわゆる金融の証券化が進みました。 
 証券化商品の開発に当たっては、大恐慌後に制定されたグラス・スチーガル法の廃止に
よって、同法で禁止されていた投資銀行業務と商業銀行業務の兼営が認められ、金融商品
を取り扱う前者の業務が拡大し、またこれらに積極的に投資するヘッジファンドなどの新
しい投資機関が台頭しました。また、この時期に急速に発展したいわゆる金融工学の技法
が活用されたことは、よく知られております。そして、これらの金融商品の組成と取引に
関連したさまざまな仕組みと担い手（格付け会社や保険会社など）が生まれ、金融取引の
肥大化が進みました。それとともに投機的取引も膨張し、バブルとその崩壊が繰り返され
ました。このバブルとその崩壊の繰り返しを通じて、少数者への金融資産の集中がすすん
だことは言うまでもありません。 
 日本では既に 80年代末に資産バブルが起こり、90年にそれが崩壊して「失われた 10
年」に突入しますが、米国では、21世紀初めに IT バブルが崩壊した後、2000 年代には
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住宅ブームを背景に、サブプライムローンを担保に組成された何段階もの証券化商品がヨ
ーロッパを含めてブームとなり、2008 秋に至ってリーマンショックに始まる大崩壊が生
じたのであります。 
 2-3.産業グローバリゼーション  金融グローバリゼーションが米国の金融資本の古く
からの柱である巨大な投資銀行と商業銀行に主導されたものであったのに対して、産業グ
ローバリゼーションの展開は、やや複雑でした。その出発点は、スタグフレーション下に
国際競争力を失った米国製造業企業のリストラクチャリングでした。彼らはアウトソーシ
ング、オフショアリングさらには直接投資などによって盛んに生産の海外移転を図りまし
たが､それが文化大革命を収束して 80年代以降改革開放に転じた中国、さらには BRICs
（ブラジル・ロシア・インド・チャイナの頭文字）と呼ばれる新興諸国の、外資導入を重
要な政策手段とした工業化政策と結びつくことによって、一挙に推進されることになった
のであります。 
 それだけではありません。1990 年代に入って米国で勃興した ICT 関連産業----典型
的にはパソコンや携帯電話、スマートフォンなどのハードと、それを用いるソフトから成
り立っていますが、----これらの ICT 関連産業のうちの前者は、モジュール化された諸
部品の簡単な組み合わせによって生産されるという特性を持っております。これらの産業
をモジュール型産業と呼びますが、それは、50～60 年代の高度成長期の支配的産業だっ
た自動車のような、数千・数万の部品を摺り合わせながら組み立てて完成する､したがって
部品から完成品までを垂直統合した下請けを含むワンセットの企業集団で構成される、イ
ンテグラル（すりあわせ）型産業とは大変異なっておりました。これらの産業では、産業
内国際分業を含んだ企業内国際分業の形で、企業が「レゴブロックのように」分割されて
おります。一般に開発・設計と流通・販売は自社で担うが、生産工程が必要とする高品質
部品は、自社ないし自国や日本などの先進国企業から調達し､汎用品や簡単な組立工程は、
低賃金の新興国企業にアウトソーシングする､という具合にであります。なかにはアップル
やデルのような生産工程を自国内・自社内に持たないファブレス企業も登場しました。そ
してこれらの企業が供給するモジュラー型製品は､いずれも典型的な軽薄短小型の製品で
したから、部品・製品の運送は空輸に適しており、従って生産の大部分を新興国のODM(相
手先ブランド設計製造業者)や OEM(相手先ブランド製造業者)に委託することによって、
産業グローバリゼーションの典型的な担い手となったのであります。 
 2-4 産業グローバリゼーションの意義  沿海地域に特区を設定して外資を呼び、先進
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国から輸入した部品・半製品を組み立てて生産した工業製品を、再度先進諸国に輸出する
という輸出志向工業化政策は､すでに 1970 年代のアジアNIEs（韓国・台湾・香港・シン
ガポール）に成功例がありました。しかし、それが人口 13億を越える中国などの人口大
国で実施されますと、そこに進出する先進国資本にとっては、資本主義の基本的矛盾の基
礎をなす労働力商品化の無理、つまりその供給制約が長期にわったって「解除」されるこ
とを意味します。先進国の資本が、直接投資によってであれ生産のアウトソーシングによ
ってであれ、この無限に近い労働力を自由に利用できるということは、単一の世界労働市
場が形成されたわけではありませんが、そしてまた、地域や国の経済発展段階に規定され
た、労働力の質や賃金水準の差を残したままではありますが、労働力の移動に代わる資本
の移動、あるいは投下先の多様化、さらには海外委託生産を通じて、労働市場の間接的な
グローバル化が実現したと言うことができます。こうした新興国の低賃金労働力の利用は、
金融グローバリゼーションにおいても、コールセンターなどの単純なオフィス業務を新興
国に置いた支店や子会社に担わせたり、現地企業に委託する形で行われております。労働
力の国際移動の困難を、資本移動ないし投資先の多様化が代替することで、労働市場の間
接的なグローバル化が実現したこと、ここにグローバル資本主義の本質があるというのが
私の理解であります。 
 労働力の供給制約の緩和は、もちろん無限ではありません。既に中国では内陸開発の本
格化と共に労働力不足による賃金上昇が始まっています。しかし、中国の後にはASEAN
やインドが控えており、ここ当分は産業グローバリゼーションの拡大が進むのではないか
と思われます。そしてその担い手である ICT 企業は、産業内・企業内の国際分業を組織し
て世界市場を席巻し、自動車・電機など旧来のインテグラル産業企業と共に多国籍企業化
を進めているのであります。 
 
3.資本主義の歴史的限界と社会主義の可能性 
 ��	 ſŌGeiVbNiJ`f+ĩń&ĿēéĹ+Ēű� � 2008 年 10 月の米国大手投
資銀行リーマン・ブラザーズの倒産を契機として世界的な金融危機が勃発し、金融グロー
バリゼーションは破綻しました。金融危機は、管理通貨制度下の米国の連銀や EU 中央銀
行の「最後の貸手」機能の発動と、各国政府による公的資金の注入など、市場原理を否定
する緊急策で信用パニックへの展開が食い止められ、また中国など新興諸国による需要の
下支えもあって、1930 年代のような大恐慌への崩落を回避できました。�
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 私はリーマンショックの直後、これで新自由主義の時代は終わり、再びケインズ主義の
時代が再来すると考えたことがありますが、しかし、その後の経過を米国についてみます
と、一方では金融機関やGM救済のような公的資金の注入による緊急対策などで政府によ
る市場介入が強化されながら、他方では新自由主義的政策も執拗に追求されており、ケイ
ンズ政策と新自由主義政策が重なり合うといった混迷が続いております。連銀(FRB)によ
る非伝統的金融政策としての量的緩和措置(QE)は、失業率がほぼリーマンショック前に戻
ったのちも継続し、なお明確な「出口」を見いだせないでおります。 
 日本の安倍政権によるいわゆる「3 本の矢」も、当初のそれについてみますと、第 2 の
「機動的な財政政策」はケインズ政策そのものであり、第 1の「異次元金融緩和」もその
変形と見られるのに対して、第３の「民間投資を促進する成長政策」(規制緩和)は、小泉
内閣以来の規制緩和による新自由主義政策の延長です。このようないわば「何でもあり」
の政策は、いったい何を意味するのでしょうか。そこに、首尾一貫した新しい処方箋を見
出すことができないでいる現代資本主義の最後の姿が示されている、というのが現在の私
の見方ですが、どうでしょうか。 
 3-2 産業グローバリゼーションと格差社会化  金融グローバリゼーションの帰結が、
その破綻と経済政策の混迷であるのに対して、産業グロ-バリゼーションの帰結は何であ
ったのでしょうか。産業グローバリゼーションは、一面では、新興諸国の工業化を促進す
ることによってそのGDPと所得水準を高め、南北格差の解消に貢献したことは確かです。
その点は中国経済のめざましい発展を見ただけで明らかなことです。 
 しかし、同時にそれは、新興諸国の低賃金労働力の直接的・間接的利用を通じて、先進
諸国の産業空洞化と、その結果としての失業率の増大を招き、先に触れた新自由主義によ
る労働者保護規制の緩和とあいまって、先進国労働者の賃金の低下をはじめとする労働条
件の悪化と、資本による労働者支配を強める結果をもたらしました。2008 年に『時代は
まるで資本論』という書物が出版されておりますが、実際 19 世紀に戻ったかのような不
安定雇用、低賃金、長時間労働が現実化しました。金融グローバリゼーションを利用して
少数の金持ちがますます富裕化する一方で、中間層の没落と労働者階級の貧困化が進んだ
のです。全体としては経済成長によって先進国にキャッチアップした新興諸国でも、その
国内では同様の所得格差の拡大が進みました。フランスの経済学者ピケッティが明らかに
したような、地球規模での所得格差の拡大が進んだのです。これが産業グローバリゼーシ
ョンの帰結だったと言えましょう。つい先日行われた米国の大統領選挙で、予想外のトラ
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ンプが当選した背景にも、このような事情があったといえそうです。 
 3-3 新しい社会主義の可能性  さて、これまでに見て参りましたように、20 世紀の
50～60 年代の福祉国家の時期が、現代資本主義が社会主義的要素を部分的に取り込むこ
とによって可能になった繁栄期であったとすれば、70 年代を過渡期として、80 年代から
今日に至るグローバリゼーションの時期は、福祉国家の社会主義的要素の形骸化を進めた
資本主義的反動の時期であったということができます。それにもかかわらず、私がなお「新
しい社会主義」にについて語ろうというのは、この講演の途中でも何度か触れましたよう
に、内容的にはかなり形骸化が進んだとはいえ、男女平等普通選挙権を基礎とした大衆民
主主義の政治制度、労働力の商品化に鋭く対立する労働基本権や生存権の制度的骨格は、
なお厳然として存在しているからであります。これらの諸制度はもともと資本主義が積極
的に作り出したものではなく、労働運動や社会主義運動が要求し勝ち取ってきたものであ
り、それが労働力商品化の止揚という社会主義の課題に接近する内実を持っていること、
つまりクリーピング・ソーシャリズムの現れであることは、既に述べました。そうだとす
れば、その拡張と徹底の追求こそが、社会主義への道の第一歩だと言うことになります。 
 そこで、以上のような私の理解と評価が認められるとするならば、現代資本主義のもと
での社会主義的変革の構想にも、新しい視角が提起されることになります。最後にその点
に関するいくつかの問題について、議論の素材を提供しておきたいと思います。 
 3-4社会主義への移行過程の新視角  第１に、現代資本主義のもとでクリ-ピング・ソ
-シャリズムの展開が認められ、社会主義への道がその拡大と徹底にあるとするならば、
従来所有関係の変革による質的な断絶のイメ-ジで考えられてきた資本主義から社会主義
への移行は、より連続的な長期の過程として考えられなければならない、と思われます。
それは、私たちの世代が若いころに習った唯物史観による次のような理解、すなわちこれ
は先進国の場合ですが、「ブルジョア革命は旧社会の内部に資本家的社会関係が徐々に形
成され、権力の移行としての政治革命はその追認として生じるのに対して、社会主義革命
は権力の移行が先行し、社会の改造はその後に、権力を獲得した労働者階級の政府によっ
て実行される」といった理解に、修正を迫ることになるのではないか、ということです。
社会主義への移行は現代資本主義の現実のなかで既に始まっているのであり、それを推進
するための核心は、繰り返し指摘してまいりました「労働力商品化の止揚」ですが、それ
は資本主義が解決し得なかった一般民主主義的な諸課題と同時に追求されることになると
思われます。 
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 第２に、そこで「労働力商品化の止揚」を完成させるためには何が必要かが問題となり
ます。現代資本主義の歴史と 現実に即して考えれば、まず欧米諸国の場合には、相当程
度に固定した社会階級としての、資産所有と結びついた資本家層の解体が課題でしょう。
その場合、日本の経験に即して考えるならば、重要なのは資産所有の自然人との切断であ
ります。いいかえれば、自然人の資産所有に基づく資本機能の抑制・除去であります。日
本ではそれが財閥解体とその後の法人資本主義化によって、所有による経営への関与が眠
らされることによって、事実上実現されたのでした。 
 その上で、これは日本の場合の現実的課題ですが、大企業の企業としての資本機能の抑
制・止揚が必要です。ただ、その抑制・止揚の力がどこから生まれうるかは、なかなか難
しい問題です。それが日本的経営自体の中から「会社主義」を否定する「経営の民主化」
の形ででてくるためには、大企業従業員集団の、前に申しました二重の性格のうち、労働
者性が経営者性つまり資本家性を圧倒する必要があると思われます。それには、大企業に
おける労働組合の体質の民主的改革が不可欠だと言えましょう。 
 しかし、もしこの日本的経営内部からの動力に限界があるとすれば、そこに、これも社
会主義のインパクトの所産である、大衆民主主義を基礎とした社会運動と政治的力が発揮
されなければなりません。日本の「会社主義」が、従業員を等しく「会社人間」とし、か
れらの家庭生活や地域社会での生活を破壊してきた現実のもとでは、政治の力による資本
機能の規制こそ̶̶例えば配当規制や労働時間の上限規制など̶̶決定的に重要かもしれ
ません。 
 さらに、これらの大企業における「労働力商品化の止揚」の追求と並んで、利潤原理に
支配されない事業体、長い歴史を持つ協同組合のほか、近年興隆がめざましいさまざまな
社会的企業やNGO、NPO法人の成長が期待されます。倒産企業の従業員管理からスター
トすることが多いいわゆる民主経営も注目されるところです。 
 第３に、以上の課題が実現されたとしても、企業相互間・企業と政府・家計間の商品・
サ-ビスの取引は、長期にわたって、原則として市場経済に委ねられることになるでしょ
う。個人の自由を前提したうえでの細部にわたる計画経済の手法は、なお見出しえないか
らであります。ただし、労働力の商品化の止揚が進むにつれて、「労働力の売買」は「労
働の売買」へと、したがって賃金は「労働力の価格」から「労働の報酬」へと、性格の変
化が進むのではないか、と考えております。その根拠は、もともと労働力の商品化の前提
は、無産階級の創出とともに機械制大工業が可能にする労働の単純化でありますが、重化
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学工業の登場とともに、一面でその傾向が徹底するとともに、他面で新しい熟練（知的熟
練）労働が増大し、その側面で賃金の「労働の報酬」化が進むと考えられるからでありま
す。さらに、今日の生産力＝ICT & IA技術のもとで、単純労働の機械での代替（ロボタイ
ゼ-ション）を進めることができれば、労働の大部分が知的熟練労働となる可能性が生ま
れるでしょう。そして、経済原則である社会的労働配分は、さまざまな種類の知的熟練労
働に対する需給の調整を通じて、その意味では市場経済を通じて、しかし、単純労働力に
対する需給ではない点で非資本主義なメカニズムで実現されることになると思われます。
この賃金の「労働の報酬」化は、「労働力の商品化の止揚」の他の側面ともいえるのでし
て、それは周知の社会主義の原則、すなわち「能力に応じて働き、労働に応じて取得する」
原則の具体化でもあるのです。 
 以上で、私の記念講演を終わらせていただきます。ご静聴、有り難うございました。 
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�����
	��	�Σ\ĒǶƣCʢ¸ʨ
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ĩ/&̿Ț¢ˠˎɝ\ʞʰŷ̵>.@#sΤ4CðȠ���CǏ̵ƗC͟�AƳ/<Ęɽ

�̮ʏſɃ̮ήɻɶðȠ̮C �ɃAðċ.<́[Y@(YE@s@�>¢Ơ.6ũͬƞ

˼Cˎɝŧǿɑ̮\Τ>W� 1aɑŧCðͬAoǓƠ0X̞l\ǖ0ΥÞ́ʞʰ>.<Τ

ɑŧĘɽ̮CȰƺ\ſͶ,Y6ΌȗŦƑǴǛCǅ̧ΤɑCɃ̮ʒˡŶCÞΘ>ȏ X

ɟ͎ɔ�˘˺7ɻ²ɑ>ˎɝ�ǅĝC�&:"C̮ǹA:�<ˋ¯.k��y.6ƨΤʏ

ſɃ̮=4Y5YCĦ̮\Įn<ˎɝŧ�ɑŧ�ǱɎŧAðċ.6ʢ¸̯ʨŧ#Τ@3

ɻɶðȠ̮=�s6n<˖ħċ,YΤĒǶCʢ¸ʨŧAĝǸ.@(YE@s@�C"Τ\

̮/XΥ4Ya�̑=̑ EΤġçʒ̿Ț¢ˠ=aðċ.6ˎɝ�ɑ�ǱɎ#Τɻ²̿Ț

¢ˠC�=Ŕʇ\ȌȈċ.Τ4Ys#ɜ«.Śͫƶȩċ.6"s=�XΥ¦Ä>.<ΤÍ

öʒAa̷ǱǊ˿̿S33ŐȚɑ@?Τś$&aɿŔĻΓ@?#Ǘ)sYU�ΥN6ɻ²

̿Ț¢ˠ\ǭ Xʽɽ̸͕ùaΤȚȞˎɝùƗ=�X̸͕ùƗAǱɎȴĀ#èͦċ.<�

X.ΤĄ×ŐȚȴSʀťȴaΤń¾«ɞùƗSʢ¸Ê΅ùƗ@?C̿Ț¢ˠCȚƶ>oʛ

ʙ0Xˎɝʒ�ǱɎʒlnw�Aæ¾ċ,Y<�XΥŷ̵4CoC#ɜ«.ͫƁċ.<�

X³�Τǿɑo4Y\Ĝȇ.<˖ħ,Y@(YE@s@�C=�XΥ4C*>aΤɻɶð

Ƞˬ¾AǾ.�ǿɑ\̭̊0X=�Z�Υ�
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� *C̮ǹCs`y�=Τʧ#̈ǶƣC�ʢ¸̯ʨŧ�=ƴΒA˞�<�XŧĻaΤ,.

�6WˎɝŧΤɑŧΤǱɎŧΤ4YAN7ĎðˬË\Ǖ9<ȃ @�#ʢ¸ŧ\ā 6

Ł:Cðͬ=�XΥ*YsCŧĻaΤ®ȁ4Y5Y#ɷʳ.6ʢ¸ʨŧ>.<ˬƉ\¢Ơ

.<�X*>aİʝC>*Z=�Z�Υ4CɩaśŧCŧͦSŧʨ˘ǂΤśŧͿCʞʰʨ
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SŹǯC˘ǂ#Τ*YsCŧĻCĪʪ\í.6ƣ=@,Y<�X*>"s�"#�*>#

=$XΥ>$Aʢ¸ʨŧͦ>��Īʪ#�9<o4C˵̤̙a faculty of social sciences 

>̈Ƕƣ=̂ɻ,Y<�XC#Ȋ͕=�WΤN64Cèͦ˘ǂa�CŁ:Cðͬ@�.4

CèC�&:""sǂWʳ9<�XC#Ȋ͕=�XΥ 

� >*Z#ʧ#":<ǅƀ.6ȟ¬śŧʢ¸ʨŧʞʰǅ7(aΤ4C˵̤Īa Institute 

of Social Science >ĒǶƣ\˔Ǖ.<�XΥ�˔Ǖ.<�X�>��CaΤ®\ď�˅,

"CMX 1950 ƒ²AΤĩʞʰǅCǅĶ¸=˵̤Ī\ĒǶƣ"s̈ǶƣAŘȍ.U�>C

ǣȪ#@,YΤ�Ȃa͕W"(6#Τś̮¥CșȑˌʒAĭɌ,Y6>��ˎ˙#�96

6n=�X1Υ*C̮¥=ĒǶƣ˔ǕCơĀ@¢Ơˢ#ũͬƞ˼=�WΤ4C¢ƠC˨ƨA

aΤ̈Ƕƣ=�ʳ.<�Xˎɝŧ�ɑŧ�ǱɎŧ\ĒǶCʢ¸ʨŧ>.<¾˄ċ\ŅW2Τ

":4YAe,[.�ʞʰǅCʞʰ¾ù\ÿï.U�>��ƻŅ>ƹɰ#ťŉ.<�63Υ 

� ʧoƨA 1960 ƒ²Aá9<"s=�X#ΤĩʞʰǅC�Ķ>@9<�&:"C͗.

6Ż̮\Ȏ�6*>#�W4ΤN6ĩʞʰǅCâǅʒåĩʞʰ>.<ůȀ,Y6�ŐȚʒ

ȴ�C��mbhy=ΤˎɝŧCÒ"s*C̏ɩ=C̮ʮ\Ȏ�6Wo.65Υ4.<Τ*

YsAŷ.<ɑŧ˄nsu�C�mw_�@ĜƳ\Ƽ/6ȉȖo�96#Τ³Ȟˆď�˅

\ˎ6®ȁΤ*�.6ƱīSć$a��hn˄Cʢ¸̯ʨŧCɨɗC =Τi>]?ƥ\

                                            
�ȚʮaΤ2014ƒ 10ȒAͻđśŧ=ͶÓ,Y6ˎɝɽ̮ŧ¸ʷ 62łś¸ʷ 7ðʨ¸Ϊå
͕̮Γ͗Φ���w_e�ck|��Cŷǋ͋�=ʏ̂.6ŒįĘʮAΤ˴ƐĊȼ\

́96oC=�X.@!ʧCŒįAŷ0X̮̔ˢaΤͱΞʨŧčʎśŧCΌȗŦƑǴǛ=�
96. ȚʮCôïa7Ƚ˽śŧ̮·�63Ɗ 2/3/4ħÂĥ2016ƒ 1ȒΣ=�X#Τĩ̢#
ŗĵC˅̊@C=ʖAʈNs@�ǿo!sYX>Ƶ�ΤȽ˼śŧˎɝŧ¸C¤̐\ƪ<

**A†͌0X*>>.6Υ 
1 ũͬƞ �˼��hnˎɝŧ>ʢ¸ʨŧ�ĩ7ʢ¸ʨŧ>.<Cˎɝŧ�ʺǫȎǄΤ1969
ƒǅĝΤp.91.C87ũͬƞ˼˺Á·�öƊǅĝΤp.400ΣΫǶƣJCŘȍCǣȪɽʄC�
:#�əř=͕ʂ.@��>��*>A�96>��"sΤ!4s&ȹ˂̯Ň=oΤʢ¸

ʨŧa social sciences >̈Ƕƣ=Ãʂ,YXC#Ȋ͕@C=�Z�.ʧ#�X˂ŇCʞ
ʰˢAˤ�6>*Z=aΤSocial Science Institute >̑�U�AƣŴ̝ʒAÃ EĒǶƣ
="N[@�>��*>=�96. 
2 *CȉȖCȁȚ=aΤʢ¸ŧaȘ7ǦˁȖA�WΤũͬC̍ͬAá9<a�@�. 
3 üǢΤũͬ7ʢ¸ʨŧ>.<Cˎɝŧ�ΤɵA4Cʷ©ʴ�ʷäʴ\Ěɮ. 
4 ȥŌĴŝ�7ʢ¸ʨŧ�>7ʢ¸̯ʨŧ��7ʢ¸ʨŧCǿɑ�1Ɗ 4ĥƫ˶CɉȎǄΤ
1968ƒ 7ȒΣ.ĩ�ĒǶCʢ¸ʨŧ�7m��ny�576ĥȓǺΤ1974ƒ 12Ȓ 1ȁΣ. 
5 ȥŌĴŝ�̿Ț¢ˠˎɝ>ŐȚʒȴ�ȟ¬śŧʢ¸ʨŧʞʰǅ˘7ŐȚʒȴ 1�˖
̮�ȟ¬śŧïɳ¸Τ1968ƒǅĝΤC8ȥŌĴŝ7ʢ¸ʨŧC̮ɽ�ȟ¬śŧïɳ¸Τ
1979ƒΣAĝʹ. 
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2-X\ @�ˎɝǱʼSɑ̐ͪaΤ4YsJCʢ¸ʒ̊#�X³�ŧʇ"soÅː#

@,YXCaƢɭ>.<oΤ(9.<ʨŧʒA̐ʻ#ź"YXŰ̏ʒ@¢Ơ>ȃ @�Υ

ʢ¸ɻ̵A:�<Cʢ¸ʨŧʒ�Ű̏ʒ̣̳>̜ÇaΤũͬÇ&U�AΤ�sTX`x

d�g�"s̐ǰ,Y6>*Z=Ţn<ʟÊ,YXoC7"s=�XΥ.".Τ*Cɩa

*C̮ʮ=ĞW�)XĻΓ=a@�Υ 

� **=CĻΓaΤůŧʒǣ̑\ƻŅ0XA2UΤʢ¸ʨŧʒ̣̳\͓Ɋ0XA2UΤɻ

²̿Ț¢ˠCʐœ>>oAΤŷ̵>.<Cʢ¸ɻ̵#Τˎɝɻ̵�ǱɎɻ̵�ɑɻ̵>.

<Cˇ˃ƶ\ȸʷAş�Τʘ¨Aɜ«.<Ŕʇ#i��r��ċ.<$6>*ZA�XΥ

*C*>ˬ¾#Τ̈ǶCŧĻ>.<Πʳ.<�6ʢ¸̯ʨŧ#Đ×
ΥΥ
.<ɻůC̐ȆAƢ6

s@(YE@s@�*>\ʡ.<�X>̑9<U�ΥĻΓa4CĐ×CŉWǿ=�WΤĐ

×Cǿɑ̮=�XΥ4.<ʧaΤũͬCʢ¸ʨŧCĒǶċAUX¾˄ċȰƺ*4Τ4Cȓ

Ā@Đ×Cǿī\ǖ.ʡ.6oC>ˡ ΤɓΨ=̖.6Ż̮\ŏʸ.6Υ*CŒįoΤ4

YAɵAǾ.�èŴ\±(ā XoC=a@�#Τ*�.6ĻΓA0X̴̮#ƲĖ,Y

"(<�XɻŉΤ˴�̯ĬA�s6n<ˡ <i.�>Ƶ�Τʸ\ŏ96ȸʷ=�XΥ 

 

� ���£7v��£7°A;C;��£7³ 

� N1Τ�&:"CÄ\Ǘ)<ĻΓCǅŉ\Ǟ9<lU�Υ 

� ʧCŧʀȉ²=�X 1950 ƒ²ďE+ZΤ��hnˎɝŧC�ʇ=aŇųɷē̿Ț¢ˠ

\n'X̴̮#ʔ]Á[Y<�6ΥɻŉʧaΤŇųɷē̿Ț¢ˠ>��ȯƴ\ʂ�<!

s1ΤʷΦȸ�ʇśǃüCġçʒ̿Ț¢ˠAŷ0Xɻ²̿Ț¢ˠ>��ɍÇÏʒ@ʂ̤\

Ã9<�X#ΤƢȉa4CɵƭC�:>.<ͮ˿̿Ț>ŇųC˿ħ>"ΤŇųCͮ˿̿Ț

JCƩƀ>"#̠ΓA@9<!WΤæ¾ʒ@ĻΓ>.<̷ǱǊ˿̿\ƆX̴̮#�96Υ

Ǌ̿S˿̿aȚȞʧʒ̿Ț#÷ɧĘɽCo>=́�ˎɝ́ɪ7#ΤǱƖ#ŇľCͧÈŽ\

͕/<·n6ͧÈ̻ͮ\Ę̿>.ΤȁȚͶʏͲ́ɻŉCȁȚǱʼǊ̿Ͳ́Σ@?CǱƖ

ͮ˿ȵ\͕/<Ǌ̿S¼÷˿̿\́�CaΤ÷ɧĘɽ>aŚż>oΉY6ǱɎʒʖʒ\

Ǖ:ˎɝ́ɪ=�XΥ*CU�@́ɪ\́�ȁȚͶʏͲ́aΤĹɴĤ̏=̑�ňģ�ͦ
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Ȱ͖Σ@C"�ͦȰ͖@C"ΥƢȉaȼˑʒ@��hnˎɝŧCǿɑa�ĹɴĤ̏\ˎɝ

ɻ̵A͡ʂ0X*>�>,Y<�6"sΤ*�.6Ο"ʑ"=aʻ U�C@�ĻΓǣ͂

o�Wƪ6C=�XΥˎɝŧʇ=a4CƨΤ*CU�@ɻ̵\�̷ǱCͮ˿ċ��ͮ˿C̷

Ǳċ�\ʡ0ɻ̵>.<̣̳0XA˭966Υ 

� ǱɎ>ɑCŔʇAoȌȈċ#ʀ/<�6Υ�[TX33ŐȚɑC˓ï=�XΥ²̂ʒ@

oC>.<Τ̉ z`v# 1955ƒAùŮ.6͍ȭɑLandwirtschaft GesetzΣA@s9<Τ

1961ƒAùŮ,Y6͍ȭŐȚɑ#�XΥ4YaΤ͍ ȭ>°ʁȭ>Cʀʁƶ>ǅƪCȩƈ\

̐ɚ0X*>\ʖʒAΤʀʁɴCͣǎʒǓśΤˬʳˎľ͍ųC˧ǂ>Đ×ˎľă͵AUX

Ȱ͖ǮļΤɗ͕ħɽċ�ÇȩŪŮ\̲9<�6Υ4C*ZùŮ,Y6ŐȚɑAaΤi"A

oĘŤĀŐȚɑ1955ƒΣΤ Ż¶ȭŐȚɑ1963ƒΣΤãŲŷʼŐȚɑ1967ƒΣΤɚ

̽ˢŐȚɑ1968ƒΣ@?#�WΤɻŉ=a4CǶ 40ÀAě]=�X7Υ4Cɵƭaʷ 1

AΤ�1Yoǀɑ>ÍöCɑƧC ͷA�9<ΤŇCùƗ�ǱʼA0XɽƴSŐȚǿͯ

\ʡ.Τ́ Ǳ#4YAɏ96ǡ˞\̰/XK$*>\Ůn<�XɩA�XΥƩ9<ʷ 2AΤ

ŐȚɑ=ŮnXèŴaǏ̵ʒ@̕ʡ̌ŮS��i��̌Ů#śͦð=Τ4*"sŇɇCæ

¾ʒ@ȴ÷SˠĈ#ź$ï,YX*>a@&Τ4Y#̄õ̌ʿ>.<ȵ˩0X*>oi>

]?ɫ�Υ4*"s*Ysaɑ̌ʿ=a@�>CǖǪo@,Y<�XU�7#Τɑʢ¸ŧ

=a=a�ɑĆǱċ��́ǱCɑċ�\ʡ0ɻ̵>.<̣̳,Y̜Ç,Y<$6U�=�

XΥ 

� ˎɝ>ɑSǱɎ>CŔʇ#ȌȈċ.Τi��r��#Ǔś0XɻůaΤȉCˎ͜>>o

AN0N0Δ˺>@9<�XΥ6]AŔʇ#ȌȈċ0X7(=@&Τ�:Cʢ¸ĻΓ#Τ

ˎɝĻΓ=�X>ĩȉAǱɎĻΓΤɑCĻΓ=o�WΤ,sA4Y#ŇŔ\̓ <Ɠ#X

>Ň΄ĻΓ=o�X>̑96ŚΎƶ\Ǖ:¦Ä#ŕ <$<�XΥ 

� 6> EΤ®ȁŊɼ̌ȳCĻΓ>@9<�XɿŔĻΓ\ÄA>9<ˡ <lU�Υ¶ȭ

AUXɿŔɋȤ#ΤāŲˢ�̃Ųˢ#>oAɵŮ=$XœħaĒ@XǧŲ̀Ú>��ʧɑ

�CɑƧĻΓA0%@�#ΤƇœSˬć͈CǜɈfn@?AUX�Ů̌ȳCŊŎʒƓ#W

\Ǖ:ɋȤaΤçŋʒAaāŲˢ�̃Ųˢ#>oA�ɵŮŚǶ>@X*>"sãŲ
ΥΥ
>��

                                            
6 *�.6ɻů\ğ(< 1960ƒAaΤͱȗȽΆi"˘AUX7ͮ˿̷Ǳ̰Ƙâ 5ƊΣ�
#ȓǺ"sñ́,Y<�X. 
7 �̖C�8Τ͍ ȭŐȚɑa 1999ƒAΗǻ�͍ȭ�͍ȜŐȚɑAΤãŲŷʼŐȚɑa 1993
ƒAɿŔŷʼŐȚɑAǮȼ,Y<®ȁA˭9<�X. 
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ʢ¸ĻΓA†ċ.Τ4Y\̌ù0X6nCǱɎĻΓ�́ǱĻΓAʏſ0XΥ>ĩȉAΤɋ

ȤͼȻC6nC¶ȭCˎɝ̶ǐS Ş�ŊǿCǱƖC̷Ǳ̶ǐ@?CˎɝĻΓJ>ſͶ.Τ

ɿŔȴCU�@Ǿ6@ȴ÷\ʀlï0*>AU9<ɑʒĻΓAoǾŽΎ\o6s0Υ,s

A͐ƒCU�AǾˮ̯ŇCƇȭċ#͘P>Τ̌ù>̶ǐCʬƗ\Ɔ9<CÞ̯͘Ň>Ǿˮ

̯Ň>CŇ΄ĻΓAN=Ɠ#X*>A@XC=�XΥ 

� *CU�@̈ħʒ@ĻΓC̐ȆAʢ¸̯ʨŧ#Đ×.<Ƣ6s@(YE@s@�*>A

aΤ!4s&̩oʊ̮#ɫ�=�Z�ΥĻΓa4C΄CĐ×CŉWǿ=�XΥů΄AoΤ

͵ƒŧ΄ʒ@åĩʞʰC̞laǶŚ&́[Y<$6>�9<U�#Τ4CŚ&aΤ�ˎɝʒ

Aa------��ɑʒAa------��ǱɎʒAa------�>�96ŚÜ̮ʒ^���tΤ0@[8̯
Υ

ŧ
Υ
"sC^���tC�óʒ˖ħAˌ[9<�<Τ Ē�Cʢ¸ʨŧ>.<CˑħA˭9<

�@�C=a@�">Ƶ[YXΥ7#ΤũͬAU9<Ͷʏ,Y6ˎɝŧC�Ƀ̮CǿɑΤ

0@[8ĩ/&̿Ț¢ˠ\ŷ̵>.@#sΤ4CǉǥCǏ̵ƗC͟�AU9<ȸÜ\ʊA

0XĘɽ̮�ʏſɃ̮�ɻɶðȠ̮C�Ƀ"s@XǿɑaΤɑŧ�ǱɎŧ\Įn6ʢ

¸ʨŧCâ¾AǓƠ#Ģ˩@C=a@�"Υ4CɩA:�<C˴ƐCnjut\̞lU�

>��C#ȚʮC̪Γ=�XΥ 

 

0±i¨]� m�© @�hmv�h_@tq�

 

ΦΥĘɽ̮C�ʇΪˎɝŧĘɽ̮>4Cɑʒ̵̂ 

� ��h@]��

� Þ1aũͬˎɝŧĘɽ̮CΤɑŧ�ǱɎŧʹJCǓƠCĢĭCȬ̔"sŢnU�Υ 

� İʝCU�AΤˎɝŧa͐²Cʁɴ=�XΥȹƅCġçġ²S �Aˎɝɻ̵A0X

ǽɲʒˡŶ#�96>.<oΤˎ ɝŧ#ɷʳCŧĻ>.<ˬʳ0XCaΤ16917�˅Cś

˱əȉ²Aĺĵ�̸Ə�̿ȚAUX�ʇƋœ#ƣǂ,YΤ̿ȚAUXˎɝʀɕ#Τ4Y³

üCåĩ¾A!(X�ƿ́�8"sˬʳ0X͜ʬC̏ŶAU9<=�96Υͫĺ¢ˠ"sˬ

ʄ¢ˠJCˎɝƵƺCſͶC͜ʬ=ʀNY6W��w_AŢNW D��e�z=��hA

͞0Xġçɖˎɝŧˢ68C̏ŶC˝W͑.\͕/<Τʀʁ�ɗ͕�ðͨ�ɚ̽>��ʢ

¸Cɴ́²̱ˎɝʀɕΣ#ˬƉūˏ0Xˎɝʢ¸Ø#ƣǂ,Y<$6#Τʢ¸¢ˠƵƺ

                                            
8 **=C�ƿ́�AaΤ͐²Cȯƴ=̑�ˎɝ�ɑ�ǱɎSŬǴ4C°Cǹċ#ɠɭ�
¾>@9<ĮNY<�6>̑ X. 
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\Ǖ:*>AU9<��m�^�`xd�g�"s̐ǰ,YΤ̿ȚCɀĤƶ\̣̳.6�

�hnC7̿Ț̮�AU9<�ˇ˃@̿Ț¢ˠʢ¸�#ǉǥ,Y6>$ΤΕa̿Ț¢ˠ

ˎɝCĘɽ4CɀĤʒȚ́Σ\ΕAȊ͛ʒ@ˎɝʀɕCĘú>>oẠ̳0X*>#

=$XU�A@96Υ*Y#ĹɴĤ̏Ȃ�ʢ¸Cɴ́ʒňģ=ˎɝʒ�ͦȰ͖Ai"@

s@�Υ 

� ũͬa7̿Ț̮�A@!ɂ9<�6ġçɖʒɽ̐CɂɥSɀĤʒ̖͒\ĞW$Τ̿Ț

ų>Ą×ˢ>ňŊǅȓˢC�śˈCl"s@Xˇ˃@̿Ț¢ˠʢ¸Cˎɝʒ͚ćɑú\

ˎɝŧCĘɽ̮>.<¾˄ċ.6Υæ¾ʒAaΤĺĵ�̸Ə�̿Ț>ſͶ0Xɗ͕ƣƽ#Τ

�sTXʢ¸Aå͕0XĄ×�ʀʁ͜ʬ\Ċǩ0X*>AU9<̿Ț=—Ą×É\ƣǂ

.Τ4*=ʀlï,YXýÀÇÏ#÷ɧ�Ŋ²�÷Ť>.<ǭͨˈAðͨ,YX�e{

o�#4Y=�XΥ4YaĩȉAΤ""X�e{o�\Ģ˩A0X�Ą×Āĺĵċ�C�ɫ

ɽ�#Τ̿ȚCˬƉĭŮ=�XƷƾ\İȖʒA¹�ȋɈƬɿ\ưɭċ0X�e{o�=o

�96Υ4.<ũͬaΤ*C̿Ț¢ˠCĘɽʒ�ʇØAŷƳ.6ɑŧCĘɽ̮#ǂWʳ:

Ģ˩ƶA:�<.E.Eʡĸ.<�6C=�XΥ 

 

� «�wu?bG]�@�h_@tq�

� =a�96�Τ*CũͬCˎɝŧĘɽ̮AŷƳ0XɑŧCĘɽ>aΤ?CU�@oC=

ȓWƪXC"Υ*CɩA:�<aΤͱΞʨŧčʎśŧCΌȗŦƑǴǛ#Τ͵ƒ̡ˊ@ʞʰ

\ʏ̂,Y<$<�X9Υ��hn¢ˠɑŧ\ˬsCʳ˪ɩ>0Xʞʰˢaż@"s1ťŉ

.<�X#Τũͬˎɝŧ\ƻ̳.<ʞʰ,Y<�XɑŧˢaƌȓCťŉ=Τ�NSΌȗǴ

Ǜ!�>̑9<U�C"o.Y@�Υ 

� ΌȗǴǛC7̿Ț̮��GAũͬĘɽ̮Aĕ.<Cǅȓȴ̮Aɬɩ\˞�6͐²ɑCƣ

ǂC̮ɽaΤ˺Ȏ7̿Ț̮>ɑĘɽ�!UG7�ny���hnCǅȓɽ̮�=̡ˊAſ

Ͷ,Y<�XΥǴǛˬ͇4CèŴC̊ɩ\Τü˺=a�ũͬ7ˎɝĘ̮�A!(Xɗ͕�

ʀʁ�ðͨCy�^�xAÆǒ�.<�ʧɑ¾˄\7ǅȓȴCɑƣǂ�7ǅȓȴCȼƢƶ�

7ǅȓȴCɑ̵̂�>.<̐Ȇ�.6>,YΤ4C�=ƨ˺Cʷ 5ʴʷ 4ʾ�͐²ʒǅȓ

ȴǈõC¾˄�=Τ4Ccup�n\³�CU�Aʡ,Y<�XΥ0@[8ǴǛaΤ4*

A˭XüɃ=Τέ��uhAŢNXˬɭɑƵƺΤ4YA:@#Xά�n�nCġçɖˎɝ

                                            
9 ΌȗŦƑ7̿Ț̮>ɑĘɽ�̮ÿˢΤ1984ƒΣΤĩ7�ny���hnCǅȓɽ̮�ʢ
¸̜̮ʢΤ1992ƒΣ@?. 
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ŧ#ÿWï.Τ4CƨôȖ��hn"sɻŉN=C��hn¢ˠƵƺΤc�<a��hn

ˎɝŧS��hn¢ˠɑŧAȨơ&ɂ9<�X�ˬƉCĄ×AŐ;&ǅȓ�>��̏ƴC

�t��m�^ʒ`xd�g�>.<C;ʇ\ǈõ,Y6�=Τ�[Y[YaΤ��hnA

UXǅȓȴɑðȠCcup�n\ΤʀʁǆɃCǅȓ\ŐʠA�Ǉ�Ą×CΑȓ\ůɻ0X

>��>*ZAɊnX*>a=$@�ΥN96&ĜŷAΤ7ˬƉCĄ×Ao>;&ǅȓȴ�

AB-0Ƌɇɑǯ̯ʿ4CoC#ΤɵɁAɀĤʒ@̿Ț¢ˠC1Σɗ͕2Σʀʁ3Σ

ðͨC˖��pnAUWΤ�ǽAƢɪʒ=ħɽʒ@Ȩǒ\Ê΅,YXƻƱÉ>.<̮̚

,YX*>AU9<Τ4CðȠaū͙,Y@(YE@s@��>,YXΥ**=4Cæ¾

ʒèŴ\ˋ¯0XÀ̆a@�#Τ�̑=̊ˆ0X>ΤĄ×=a@&ĺĵCŗ̼>��ɗ͕

́ɪAǅȓȴƣǂCŢɩ#�WΤˌɩ=aΤ̿Ț#ʀʁ.6ýÀÇÏ#̿Ț�÷ŤňŊ�

Ŋ²\ĮPΣ��Ą×�—ͮ�CǅƪC 2 ʿƜAĝǸ.Τ̿ȚųCˎľɕćoĄ×ˢCĄ×

oʹ.�lAĄ×>�ǔ,Y<Τ�ˬƉCĄ×AŐ;&Œͩ�Cǅȓ>.<̏ƴ,YX>0

XǅȓȴCɑ̵̂\ʟ̣,YXC=�XΥ4Cͷ\:@'̮ɽſͶCèŴaΤ³�A�C

ɗ͕�ʀʁ�ðͨAŷƳ0X̋ï.\Ɲʂ0X*>=̨ˢCƺØ\Ľ͂.<!&A>?n

U�Υ 

1Σ�ǅȓȴ̏ƴCƣǂΪ0ŗ̼>ǅȓȴĺĵΣΤ1ǅȓȴ>ŠˆCðΉ̸ƏΣΤ�ǅ

ȓȴC˒ŷƶ̿ȚΣ 

2Σ�ǅȓȴʩƔC˘ǂΪ0Ą×>ǅȓȴCˏħ̿ȚCʀʁ͜ʬΣΤ1Šˆ\¯.ʫ†0

Xǅȓȴ̿ȚCɗ͕͜ʬΣΤ�ǅȓȴɑCƋɇʒʩƔ̿ȚCéʀʁ͜ʬΣ 

3Σ�ǅȓȴɑCɴʤƶΪ0̿ȚųĈ̵A!(XǅȓȴΤ÷ɧΣΤ1Ŋ¢Ĉ̵A!(

XǅȓȴŊ²ΣΤ�ɑ̵̂>.<Cǅȓȴ÷ŤΣ 

 

� �o@�c�

� >*Z=Τ*CU�@ΌȗǴǛC̞l\?CU�A̜Ç0K$"A:�<ΤɑC̮ɽC

̨l͏lA:�<i>]?Őʠʒ@̕˚\ğ(<�@�ʧAΤĎð@õǽ˩Ā#�X>a

øƕ̑ @�ΥĹ�ΤǴǛC¡ƴ@ÁȭAǵȔ0XCl=�X#Τ� <ˉCʳœ"sΤ

³�A˴ƐCʍĻ\ǣ͂.<!*�Υ 

� 4CΦaΤ̿Ț¢ˠˎɝCĘɽAŷƳ0XɑCĘɽ#Τ¿ǲAǅȓȴCĻΓA· 0X

C"Τ>��*>=�XΥʧa":<ɓ 5=̖.6Ǒʮ�̿Ț¢ˠˎɝ>ŐȚʒȴ�=Τ

̿Ț¢ˠCǂʳ�ťʳA>9<�ĢȷCȴ÷>.<�̷ʁǅȓΣȴ�>>oA�ž½�
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ʫ†�˥ȭͣǎCˬʄ�\�)6*>#�XΥƨˢȃ�N=o@&Τ̿Ț#ʀʁ͜ʬ\ 

Ċǩ0XAƢ69<ư̊>0X�Ą×ĀCĺĵċ�C�ĢȷCüǣ=�WΤæ¾ʒAaŸ

ƛʢ¸A!(XΑ¢C͍ɇAŷ0X͇ðʒ�ȩʒǭͨΤ4CèŴ>.<CňŊ˕˛�Á

±(̌ù@?"sC̐ǰ\o6s0ȴ÷=�XΥ*Y@&.<̿Ț¢ˠaǂʳ�ťʳ. 

@�#Τ4Y#ɑ̵̂ĈΎAï<*@�CaΤ̿ȚCȚɣʒ˻ʯ͜ʬ#ʡ0U�AΤĄ

×ĀCĺĵċ#ňŊCʧȓċCk����=�X*>"sΤňŊǅȓȴCǂʳAUXʧȓ

̷ʁȴCȊ͛ċCǖǪ=Ďð>̑�*>@C=�Z�"Υ 

� 4CΧaΤ�Cɩ>o͗#�X#Τʧ#ˣA.6ʀüCũͬAUXɑŧCĘɽA:�

<Cǽɲʒ@ʏ̑C̖ǁͷ͟9<�X"o.Y@�ΣA.<=�XΥũͬaǱɎŧĘ

ɽCĢ˩ƶAaĭŮʒ=�96#ΤɑŧAaˎɝŧCĘɽAŷƳ0XĘɽ#ǂWʳ:>.Τ

ďEë̬s.&ǙX˰�@#sΤɗ͕̮AŷƳ0XoC>.<ɇɑΤʀʁ̮AŷƳ0Xo

C>.<òɑΤð̮ͨAŷƳ0XoC>.<ãɑ\ƺŮ=$XC=a@�">ʏ̑,Y<

�610Υ**=ɇɑa�͒CΌȗǴǛAUXǅȓȴCʀǂ�ʟʳC̮ɽAŷƳ0XC=�

Z�Υòɑ#ʀʁ̮AŷƳ0XCaΤʀʁ̮#ɀĤ̹͕ʒ@Ą×�ʀʁ͜ʬ"ş$Ţn

<�X*>AŷƳ.<ΤòɑoΕAȊ͛ʒ>ȏ XƸΤ0@[8ʲʓ�̛Ⱥ�ÕŲ�

Ʉ@?Aŷ0X̌ù\ĻΓA.<�X"s=a@�"Τ>̑[Y<�6̖ǁ#�XΥã

ɑ#�"@Xƻı=ð̮ͨAŷƳ0X"ÇȆaşƴ.6#Τ�Cˎɝʀɕ#ˎɝCl

C̮ɽ=Ýͅ,YΤ4Y\̌ù0XɑC̮ɽ#ƋɇͷCʧʒÉ>.<îɽ,YX>0Y

EΤƢɭȃʢ¸=a4Y>ɠɭ�¾>@9<ťŉ.<�6ȴĀCÒΎ#�ã�ȴĀ>.<

�ʧ�#ǭͨ0XƋɇʢ¸>ðΉ0X*>A@XΥ4C�ã�#ɻůCǱɎȴĀ>.<ȵ

˩0XC#ǱɎ=�WΤũͬa4Y\ŷ̵>0XǱɎŧAaĘɽ̮���=CŷƳ\�̊

>.6#Τ�ã�4CoCCťŉ>4ČʿC̮ɽaư̊":Ģ˩=�WΤ4Y#ãɑ7>

ˡ 6C"o.Y@�Υ 

                                            
10 ͕ƎΤɑŧC�ʇ=aΤɑ\ƋɇʧΣͷCÉ\Ƨ0XɇɑήĺɑʹCʧɑ>Ƌɇ
>ãȴĀCÉ\Ƨ0Xǀɑή́ǱɑʹCãɑA 2ð0X#ΤòɑA:�<aʧɑAƀ0
X>0Xˡ ���nɑΣΤãɑAƀ0X>0Xˡ z`vɑΣΤ�1YAoĮn1�

ˢC ͷA»˞;(Xˡ @?Τ,N-N@U�=�X.ũͬ#?CU�@ɽ̐\Ǖ9<�
6"a�Ȇ7#Τòɑ>Čö.<ãɑ>��̂ɻ\Ã9<�X*>\ˡ X>Τ4Yaǀ

ɑή́Ǳɑ\`��m.6oC>õǽ,YX.@!Τɷʥɑ@?CˎɝɑSΤɿŔɑ@?C
ɵƭ>.<Τ�ʧɑCãɑċ��ãɑCʧɑċ�#̴̮,Y<�XU�7#Τ*CɩaΤũ

ͬ 3Ƀ̮CɻɶðȠ̮ȸÜ=CΤˎɝŧA!(Xɻ²̿Ț¢ˠ̮AŷƳ0Xɻ²ɑ̮C
ĻΓ>.<ˮıɛ�. 
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ΧΥʏſɃ̮A!(XˎɝŧĦ̮>ɑŧ�ǱɎŧJCǓƠ�

� �l�© =��h` �

� ˎɝŧCɽ̮#ʏſɃ̮³�Ƀ̮>ʉ0XΣ\ư̊>.6CaΤɻůC̿Ț¢ˠ

�ʇ# 	� �˅C �� ƒ²³ͽΤ4Cǭͨ0XΑŎ\Ǔś.::o̿Ț¢ˠʒˇ˃ċÖī\

Ͱċ.͔†.<�ˇċ0XÖī\ʡ.6*>Τæ¾ʒAaˬʄ¢ˠɃ"sƍŇ¢ˠɃ

JCʫ́.6*>AUXΥ4CˏȢΤĘɽ̮Cl\ŐɤA.<�ʇˎɝS�Ň̿Ț¢ˠC

ɻɶðȠ\́�CaΤz`vCÌȼ¢ˠ̮¥SȁȚ̿Ț¢ˠ̮¥A̋sY6Ίɩ\ʀ/X

*>>@WΤ4CΊɩ\ͤ(X6nAaĘɽ̮>ɻɶðȠCͷAɃ̮\ţ¯Őɤ>.<

áY@(YE@s@�>.6C#Τ4o4oũͬɽ̮Cïʏɩ=�96Υ�

� >*Z=Τ̿Ț¢ˠCɃʒŘċ\o6s.6̊Ń*4ΤĘɽʒ�ʇØCƣǂ͜ʬ=ǚ

̵,Y<�96Τ0ʀʁĀCæ¾ʒɉɤǍŮ,Y6¢źʒʁȭ
ΥΥΥΥΥ

>4Y\Őʕ>0Xǭͨ
ΥΥ

ʒ̿Ț
ΥΥΥ

Τ1Þ͘Ň>ƨ̯͘Ň>CŇ΄É
ΥΥΥΥ

Τ�ˎɝʒňģ>
ΥΥΥ

�ͦȰ͖
ΥΥΥΥ

ɑ�ǱɎȴĀ�ʢ

¸ƵƺΣC
Υ
É
ΥΥ
C 3̊ŃCŘċAUXoC=�XΥƍŇ¢ˠ\̿Ț¢ˠC�Ƀ�>.<

̣̳.6ŀʜaİʝCU�A��{�7ƍŇ¢ˠ�1917ƒΣ=�X#Τ4*=aͫƇȭΤ

ɷēΤͮ ˿̿ȚΤʭǱʼΤəřǊ̿ΤȫɇŊɹƪʶ¥ΤóơAUX�ʇéðþͺ¥@?Τ

�1YoĘɽ̮AʘƢ0X7̿Ț̮�C�`�ny���Aaʐœ.@��C01�A

[XȸÜ=C̮ɽſͶ#Ýɢ.<�XΥ4.<Τ*CƍŇ¢ˠɃC̿Ț¢ˠ#̐Ȇ,Y

X*>AU9<ΤÞ́0XʟʳȖC̿Ț¢ˠ>.<Cˬʄ¢ˠɃCɵ́Τ,sAaʏʀ

ȖC̿Ț¢ˠ>.<Cͫĺ¢ˠɃCɵ́o̐Ȇ,YX*>A@96C=�XΥ 

� >*Z=*CɃ̮CȸÜaΤƻ̳ʒ�ɫƻ̳ʒ\Ļ[1Τ,N-N@ˎɝŧCĦ̮#

ſͶ,YX˰ģ=�96ΥƻŅʒ@oC>.<aΤũͬˬ͇#ǆ#(67ˎɝǱʼ̮�ƞ

ǹőΤôɳ 1954ƒΤǮ̒ɳ 1971ƒΣSΤũͬCȖƦAƳ <˺,Y6Ƚʃŝ�͠˾ɡ

Ĩ�śèĀCå 7˺͐²̷ǱCɽ̮�ȉɨʢΤ1955ƒΣa4CÞΘ\@0oC=�X#Τ

ˎɝǱʼA2U̷ǱA2UΤ̿ȚųʒʀʁÉˎɝʒňģΣCȘɯĺ̿ȚCǭͨΣ

�ʟʳʁȭ̿ȚCǭͨΣ�ɱɯͮ˿̿ȚCǭͨΣAŷƳ.<�ͦȰ͖=�XŇųCˎ

ɝǱʼ>4Cɴʒ̅±(=�X̷ǱCŉWǿ#ŘŴ.<�&*>\Ȇs"A0XoC>.

<Τ�X�a�ŇC˞"Y6Ň΄ʒ»˞C͟�AƳ/<ˎɝǱʼCŉWǿS̷ǱCɵ́#

ʊ@XΕŋ\ƣǂ0XoC>.<ΤʘŷʒAɷˬCūˏƶ\o9<Ȱǂ,Y6C=�XΥ

Ƀ̮>.<CˎɝŧCĦ̮aΤi"Aoũͬ7ˎɝǱʼ̮�ĦʴCüɃ\@0ĦɃC
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�ǭͨʒ̿Ț̮�ĺ̿Ț�ʁȭ̿Ț�ͮ ˿̿ȚΣ�GA4Ys#ǂʳ0Xüǣ\@0�ǭ

ͨʒΣʁȭ̮�SΤˎɝǱʼ\ͫĺ¢ˠ�ˬʄ¢ˠ�ƍŇ¢ˠ>�96ŷřǱʼ=²̂,

26ũͬC7Ǳʼ̮�Aaȷ(<�X�Ňè\ŷ̵>.6ΣˎɝǱʼ̮�̿ȚCĘŢʒ

˻ʯ��up�b���ʢ¸ǱʼΣΤ,sAaǭͨʒ̿ȚCŘ͢AŷƳ.<ŘŴ0Xɗ͕Ƌ

œSͮ˿Ƌœ\ŷ̵>.6�ɗ͕Ƌœ̮�S�ͮ˿̮�ΤŇ΄ÉA""[X�Ň΄ˎɝ̮�

�ȫɇǱʼ̮�@?#�)sYU�ΥN6ƍŇ¢ˠɃAɵȓ@ɻ̵>.<ʐœ0XĄ×

ĻΓ�͍ȭĻΓ� Ż¶ȭĻΓ@?C�ʢ¸ĻΓ̮�oĞW�)sY<U�.ΤN6!4

s&ʁȭȧƜ¸ʢAUXś¶ȭCïɻAU9<Τ¶ȭˎľAɪʒǬÁĢ˩ƶCÀŊ#ʀ

NY6ˏȢʐœ.6>Ƶ[YX�ˎľŧ�S�¸̓ŧ�oΤ4CůŧʒÒΎaö>.<Τ

ˎľlnw�S4Cȵ˩ήąȢCŰ̏ʒðȠaΤɃ̮ʒˡŶCŷ̵>.<ĞW�)�Xð

ͬ=�Z�Υ 

 

� �hmv�h@�© �

� 4*=ȸCĻΓaΤ*CɃ̮Cɑŧ�ǱɎŧJCǓƠ=�X#Τ4o4oȃʢ¸=a

ˎɝ�ɑ�ǱɎC0K<#ɠɭ�¾>@9<ťŉ.11Τ4Yǲ4C̏Ŷ>ɽ̐oʤŧSķ

ŧC Aōɍ.<�6>̑9<U�Υ͐²ʢ¸Cƣǂ�ʏſ>>oAΤňģ=�Xˎɝ#

ˬʳ.ˇċ.<$6>��*>aΤ4CĜΎ=ɑSǱɎ>̑96�ͦȰ͖#ˎɝ"sðΉ

.<ˎɝʒ@ƶȩCoCAˇċ.<�96*>\ƻı.Τ4CɩAˎɝŧ�ɑŧ�ǱɎ

ŧ#ʢ¸̯ʨŧ>.<ǂʳ.6Ȩǒ#�XΥ4C΄�ˇ˃@̿Ț¢ˠʢ¸�>.<Ȱǂ,

YXĘɽ̮C�ʇ=aΤˬƉūˏʒ@ˎɝʢ¸>4YAɮƳ.4Y\ˬɭCʩƔ>0Xɑ

`xd�g�Ĉ̵#Τˎɝŧ!UGɑŧCĘɽΤħ[2<�ʢ¸ʨŧCĘɽ�>.<è

Ŵ\¹9<ɽ̮ċ,YX*>a0=A̋6ΥĻΓaǱɎ=�X#ΤÞAoũͬCǽɲʒʏ

̑\ÎW<͒K6U�AΤʧʒ�ʇ=�XƋɇʢ¸"sʌř,Y6ãȴĀCǂʳ>4C͐

²ʢ¸A!(X»˞;(N=aĘɽʒǍŮ=$XãɑΣ>.<oΤ*CãȴĀĆÃ

CŉWǿ>4CèŴ*4#ǱɎ4CoC7>0YEΤ4C̐ȆaP.ZɃ̮Cœ#¢̊

@˰ģ>̑�*>A@X=�Z�Υ 

� >*Z=Τɑŧ�ǱɎŧðͬ=ũͬˎɝŧCǿɑAɤǒ.<ȚȩʒAɃ̮\ſͶ.6

                                            
11 Ä EΤŸƛʢ¸A!(XΑ¢>͍ɇCͷCˎɝʒǨĞÉaΤ��hn#�ˎɝřʒ
ơù�>Ĳ]7üˢAUXƨˢCΤ͇ðù>ȽĀAUXňŊJCơùʒ˕˛>�¾A@9

<�6. 
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Áĵa$[n<ż@�Υȅ�ȉȖAɑ\̿Ț¢ˠCʏſɃAĕ.<�˲ʒA̮/6oC

>.<Τɟ͎ɔ�˘˺7ɻ²ɑ>ˎɝ�12ƃɒ̰Ƙɻ²ɑ 7ΣAĝʹ,Y<�XΤʅǺ

͝Ŝ �ͥʁȭ̿Ț>ɑCɽ̮�ΤŵƂƙĨ�ɷē̿Ț>ɑCɽ̮�C§̮ǹ#�XΥ.".Τ

üˢaƋɇɑ#ʧɑ>ãɑAðċ0X̮ɽ\ʡ,Y<�Xɩ=ˮıɛ"96#Τˬʄ¢ˠ

ɃC`g�nAĕ.<CðȠ>̑�UWΤP.ZɑCĘɽ̮AÖǼ.6̮ʮA@9<�

XΥƨˢaΤɷēɃA�˲ċ0XȧƜ¸ʢCȊě\ƴΒA˞�<¸ʢɑCɑɽ\ſͶ.

<�X*>#ɵƭ7#Τ4Y\ƋɇɑCˬʄC̮ɽCƚ͵˗�=̧&ɩ=ΤˎɝŧˢAo

�X�ˬʄʶ¥#ưɭʒAɷē\ʀP�>�96Ęɽ̮Cƚ͵˗�=CſͶA�ɢ#ɂXΥ 

� o9>oΤɑCɃ̮CĦ̮>.<aΤũͬɃ̮Aĕ.<ſͶ,Y6̮ǹ#Τ�ǢΤ

ɟ͎˘˺Aĝʹ,Y<!WΤ�Ƃɾ§�̿Ț¢ˠˎɝ>́Ǳȴ�#4Y=�XΥ*C̮ǹ

aΤ�Ɣ�=ǿɑ\̧Ȇ.6�>Τ�́ǱȴCɀĤʒΕŋʒˡŶ��GA�Ňųɷē̿Ț¢

ˠɃɻ²ΣA!(X́Ǳȴ�C 2ʴ"s@WΤüˢ=aΤ́ǱȴCɑʒ˟ȝƶ>̄ͭ

CʬƗ>CÉAɬɩ\˞�<Τˬʄ¢ˠɃC˵Ň=˟ȝƶCę.�́Ǳȴ#ɑŮ,Y

6CAŷ.<ΤƨʏŇz`v=a��`p�ɺCŹù#Ģ˩=�96*>Τ4Y#ƍŇ¢

ˠɃ=aΤˑ�z`vƍŇ=ǂʳ.6�n��hǀɑ=ΤĬ¢ȴC̄ͭ"sŭÙùC�

=ĆǱȴ>.<Cɑʒ̄ͭAŘċ.Τ*CɃ=Cçŋ>@96*>Τ@?#ǖǪ,Y

<�XΥ*C̮ʮ"sΤɃ̮���=CÞ͘Ň>ƨ͘ŇA!(XɑCΕŋ̮ʒʒˡŶ#

,N-N@ðͬ=Ģ˩@*>#Ǡ̮=$XΥ 

� Ƀ̮>.<CɑA:�<aΤΌȗŦƑǴǛoüǢ7̿Ț̮>ɑĘɽ�=aΤ19�˅˵

ŇCƇœɑ>4CƨCʢ¸ɑ>.<CĄ×ɑA:�<ΤüǢ7�ny���hnCǅȓɽ

̮�=aΤʁȭȧƜ¸ʢCʐœA¹�¸ʢɑCʐœ>4CƻıA:�<CȬ̔#@,Y<

�X#13Τ4C̡ˊCȬ̔a°ȁ\Ȗ.6�Υ 

 

� �© =��Y� @j£xY�

� >*Z=Τˎɝŧ�ɑŧ�ǱɎŧ>̑96ʢ¸̯ʨŧCðʨʨŧ>.<Cťʳðͬ=�

XɃ̮AaΤ4Cŷ̵\�ʇĤC�"@XȉȖN=>0X"A:�<Τ"@Wė¯@Ļ

                                            
12 ɟ͎ɔ�˘˺7ɻ²ɑ>ˎɝ�ƃɒ̰Ƙɻ²ɑΩΤ1966ƒΣ.@!ΤȥŌĴŝ�Ȏ̜�
ɟ͎ɔ�˘7ɻ²ɑ>ˎɝ��7ʢ¸ʨŨʞʰ�18Ɗ 2ĥΤ1966ƒ 11Ȓǅĝ.C8üǢΤ
ȥŌ7ʢ¸ʨŧC̮ɽ�AĝʹΣ\Ěɮ. 
13 üǢΌȗ7̿Ț̮>ɑĘɽ�ʷ§ʴ7ÇÏɑú=Ġɑú>7Ą×ɑ�Τĩ7�ny��
�hnCǅȓɽ̮�ĩĪCʷ 2ͦ. 
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Γ#�X*>\ǖǪ.<!"@(YE@s@�Υũͬˬ͇aΤüǢ7ˎɝǱʼ̮�Côɳ

1954 ƒΣ=4Y\ʷ 1 ȸ�ʇśǃN=C�[TXġçʒƍŇ¢ˠɃN=A>?n:

:Τ@!4CƨAN=ƚ͵0XÀŊ\ʈÊ.<�6#Τ1971ƒCǮ̒ɳ=4Y=U.>.Τ

ʷ 1ȸśǃ³ƨCȉȖ\�̿Ț¢ˠ"sʢ¸¢ˠJC�ʇĤʒ͜ɟȖ�>.<ɻɶðȠC

ŷ̵>.6Υ.".Τʷ 2ȸśǃƨC̿Ț¢ˠ#ȘȏȓCǂ͵>˜Ȧ\ůɻ0X�ǿΤ�

ȉaq͗�Ň"sȟȹ̯ŇAN=Ǔś.6�q͗ŋʢ¸¢ˠ�# 1990 ƒ²Aá9<ʘȸ

�=ƄŖ.ΤɇãʢAUXɷˬCʢ¸¢ˠ\ʖǖ.6 ŇoåʁàǱȴ�C̿Ț¢ˠ˧

ǂA†/6ɶɐC�=ΤũͬŧɖC =aɃ̮CéȰǂΤ�X�aƍŇ¢ˠɃAȐ[

XǾɃC̗ŮΤ4C°,N-N@̴̮#ʐœ.6Υ.".Τʧˬ͇aɻŉ=oũ̧ͬ\

˔Ǖ.<�XΥ¿ǲ@sΤ§:Cśǃͷ\͜ɟȖ>.Τʷ 2ȸ�ʇśǃƨAŮʚ.6ɻ²

̿Ț¢ˠAaΤ�ȉȖ�ʢ¸¢ˠ��ʇ>řʒAŷʳ.Âť.6>��7(=@&Τ4Y

ˬ͇Aʢ¸¢ˠʒ̊ˉ\èͦċ.6oCAŘŴ.<!WΤ4Cɩ=aġçʒƍŇ¢ˠɃ

Cl@s1ˬʄ¢ˠɃ\ĮPġçʒ̿Ț¢ˠ>Τ́ʒAǽ˒.6ƶȩ\o9<�X>ˡ

 X"s=�X14Υ 

� *C̴̮\**=̡.&ĞW�)XÀ̆a@�#Τ.".Τ**=CĻΓ>C͗=aΤ

ƍŇ¢ˠɃ\ŷ̵>.6Ƀ̮Cˉț>.<Τʷ 1ȸ�ʇśǃ³ͽC¦ů\Ǘ)XC#

?*N=̘Ŵ,YX"Τ>̑�ĻΓ>.<ĻΓA@XΥů΄ΤÄ EüǢȽʃi"7͐²

̷ǱCɽ̮�=aƍŇ¢ˠ̷ǱCɵƭ>,YX�ˎ̽˫ƠCÖī�CÄ̚>.<Τ͉ ¦̽�

ȫɇŊˎľ̽�ʁȭăǂ̽�ʢ¸Ǳʼ̽�ãÔ̽#Ǘ)sY<�X#ΤȡÑ£ǴǛ#ȑ͐

C̮ʮ=oǖǪ,Y<�XU�AΤ*C�8śǃüA4C¦ů#Δ˺@Ca͉¦̽&s�

=ΤȫɇŊˎľ̽Sʢ¸Ê΅̽ΤãÔ̽a�1YośǃƨA˫Ơ0XC=�X15Υ*CȎ

#ŏʸ,Y6ȉȖaΤƍŇ¢ˠǃ¥Cƶȩ\oo9<�6ʷ 2ȸ�ʇśǃ#ˌ[9<"s

ȁoɘ"96.ΤƣƽaŘ[96>.<oǭͨʒ̿Țaͮ˿̿Ț=�WΤ˂Ň\ŢnÞ͘

̿Ț¢ˠ̯ŇCƍŇ¢ˠʒ́ć#@&@9<a�@"96"sΤǃͷȖSǃƨCɻů\ƍ

Ň¢ˠɃ\ŷ̵>.6Ƀ̮Cˉț>0X*>AΤ�NW͟ĴƼa@"96C=�Z�Υ

                                            
14 *CɩA0Xʧ̋A:�<̡.&aΤȥŌĴŝ�ũͬɽ̮>ɻ²̿Ț¢ˠ̮��Ƀ̮
>C͗=���ȶªɅ�ƂĠͫß�ȥŌĴŝ�·˾̥˘˺7ũͬɽ̮Cɻŉ>̮ɩΪ��

hnˎɝŧCſͶ�ʢ¸̜̮ʢΤ2010ƒΣ\Ěɮ. 
15  ȡÑ£�ũͬɽ̮>̷Ǳŧ��Íʒ@ˎΙ>ΈƼ���7ũͬɽ̮\ɻ²A�"Aʀ"0
" Working Paper Series�ʷ�Ȗ 14-1ĥΤhttp://www.unotheory.org/news_�_114Σǅ
ĝ. 
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.".Τʷ 1ȸśǃĆʏ"s®ƒ= 100ƒ\ˎΤ�͒CU�@�ʇCśŘċ\ˎΙ.6®

ȁΤȡǴǛCU�@ʍĻ#ʀ1XCaƢɭC*>>̑9<U�Υ 

� ĩȱCĻΓaΤƍŇ¢ˠɃ\ŷ̵>.6ɑŧC̮ǹAoå͕.<ťŉ0XΎǱȴC

Ƀ̮\ŷ̵>.6üǢ�Ƃ̮ǹaΤʷ 1 ȸśǃ³ƨ\�Ňųɷē̿Ț¢ˠɃɻ²Σ

A!(X́Ǳȴ�>ʾ\öAʳ<<ˡŶ,YΤ4*=ȸʾ=̋XU�@ˮıɛ�̯ɵ́\

̋ï.<!sYX#Τĩ/&üǢŵƂ̮ǹ=aΤ*CȉȖČð#@,Y<�@�6nAΤ

͐²ƋɇɑCĘɽ#ΤɷēɃ>>oA4CŐʕ#ǝWƄ,Y<̌ʿƶ\ů́ʒAş9<

&XĻΓ>ΤƋɇɑ¾˄CȣCřAʢ¸ɑ@Wˎɝɑ@WC�ɻ²ɑ�#ƣǂ,Y<&X

ĻΓ>C͗#Τư1.oðȆA̧Ȇ,Y<�@�U�AƵ[XΥ 

 

N±�s¤�p�=��Y�..yx@�t�h_@^y�

 

� ��Y� @j£
ΥΥ

=8<@�s¤�p��

� ,<ΤU�S&ɻ²̿Ț¢ˠ\̮/X>*ZAø͞.6#ΤoaSƵˡ>ŏʸAÝƢ=

$XȉͷʒÀ̆\Η�:I.<.N96ΥƩ9<Τ˦ƯCˌʴa˯ͅs1@˷ûWC̮͒

=ɝN0*>\̘Ŵ.<�67&i"@�Υ*YN=C̖͒=Τˎ ɝŧ�ɑŧ�ǱɎŧaΤ

͐²̿Ț¢ˠʢ¸Cƣǂ>>oAΤŷ̵ˬ͇CðċAUXʢ¸̯ʨŧ>.<ƣǂ,YΤ4

CŐƕAˇ˃@̿Ț¢ˠ\ƺŮ.<Cˎɝʒ͚ćɑú>4YǍŮ,Y6ɑ̵̂>��Ę

ɽ̮\ʟʳ.6*>Τ,sA̿Ț¢ˠ#ƍŇ¢ˠɃAʫ́0X>>oAΤĘɽʒ�ʇ#

�ˇċ.ȿ]=&X*>#Τðċ.6̯ʨŧCɃ̮ʒˡŶAU9<ʟ̣.�X*>Τ\

ʡ.<$6ΥȑƨC̪ΓaΤ*Ysðċ.6ʢ¸̯ʨŧ#ɻɶðȠ=aĒ�Cʢ¸ʨŧA

ĝǸ.@(YE@s@�Ȩǒ\ʡ0*>=�XΥ 

� 4CʗƼʒɽʄaΤêΒA̖.6U�AΤɻůCˎɝ�ɑ�ǱɎCĦ¦̵CŔʇ#ȌȈ

ċ.Τ�:C¦̵#ˎɝʒ�ɑʒ�ǱɎʒ@ͫƁƶ\o9<ɻYXU�A@96*>A�

XΥ,sA4CȨǒ\ʱ$̟n<�&>ΤÞAoʡĸ.6U�AΤ�śǃͷ\͜ɟȖ>.Τ

ʷ 2ȸ�ʇśǃƨAȚȩʒAʟʳ.6ɻ²̿Ț¢ˠCΤġçʒƍŇ¢ˠɃ³üC̿Ț¢

ˠ>Ćʒǽ˒#�XΥ4C*>#ΤɻɶðȠ̮\ΤĘɽ̮�Ƀ̮>ɽ̮ʒǏ̵Ɨ\ʊ

A0XðȠǿɑ�Cȯƴ>.<7(=@&ΤʯȮʒAɻ²̯Ț¢ˠ\ņȓCðȠŷ̵>0
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Xȯƴ=o�X*>\ʡĸ0XC=�X#Τ**=4CɩAaʳ8ás@�16Υ 

� 4*=ɻ²̿Ț¢ˠCġçʒ̿Ț¢ˠ"sČö,YX́ʒɵ́\ʵʒA·ˆ0X>Τ0

ˎɝʒAaΤͮȚ»ùCˌŽʒÐȻ>ʽɽ̸͕ùJCʫ́Τ1ɑʒAaĄ×ŐȚȴ>ʀť

ȴA²̂,YXʢ¸ȴʒŐȚȴCạ̃Τ�ǱɎʒAaʆšƑʹCȊ͕ͣǗȴCȊ͛ċAU

Xś̀ɇ¢¢ˠCŮʚΤC 3ɩA·ˆ=$X=�Z�Υ*YsC̯ɵ́aΤʷ 2ȸ�ʇś

ǃƨC 1950960 ƒ²AÞ̿͘Ț¢ˠ̯Ň#ʦʣŇųCƣǂ\͓Ɋ0X =Ůʚ.6oC

=Τ4CƨCnsi���l��\Šȵ>.6 80 ƒ²³ͽCǾˬʄ¢ˠJC†Ǥ>>o

AƟ¾ċ.6Ύa�X#Τ4Y=oŐȚʒA˔Ǖ,Y<ɻŉA˭9<�XC=�XΥ 

 

� �s¤�p�@�¥�

� N10A:�<Τ4CŢɩa 1930 ƒ²C�ʇƷƾƨCÞ̯͘ŇEsEsCͮȚ»ÐȻ

AŢNWΤ̫ 2ȸśǃƨCù;,Y6 �ͮz�«ǤAUX��y�auo¾ùΤ4.< 1971

ƒCͮ�z�«ǤÐȻ\J< 74 ƒ³ͽɻŉCŘćʘœùA˭9<�X#ΤͮȚ»CÐȻ

>��CaũͬC̑˹\ÎWYE�̿Ț¢ˠ"sΚΛ\Ǎ�6�ɶƽCɻï=�WΤśè

ĀCðȠAUYEΤŇųȴĀ#ɪȐʽɽ\͕/≮͕ÇÏ\ɪʒAǬÁ=$XΤƩ9<

Ą×ĀĺĵCÇȩΫ—ͮɉɤ\�XʬƗǬÁ=$Xlnw�=�X17ΥɪȐ��yS̸͕

ÇÏȃ�N=o@&ˎɝCʿʋ=�X#Τ4Y#ǱɎȴĀAU9<�XʬƗǬÁĢ˩A

@X*>aΤǱɎ>ˎɝCɜ«>̑9<U�=�Z�Υ*Y#ʖȲ>0X>*ZaΤĄ×

ĀĺĵċCɫɽAʰȮCĘŃ#�XƷƾCłͤ>ȋɈCŪŮ=�96Υ��N=o@&Τ

Ʒƾa̿Ț¢ˠCˬƉĭŮ=�WΤ4Yˬ¾aˎɝɻ̵=�9<oΤ~{uhaʗ8AǱ

ɎʒĔȵAˏG:&Ģ˩ƶ#�X"s=�XΥ4Y\æ¾ʒAǐ96C#�[TXj`�

oʒȋɈ̫ǷǱʼ=�96Υ*Y\ãʧCΣɜħˎɝ>ĲICoǲ@.>.@�Υ 

� ȸA1CĄ×ŐȚȴĄ×0Xȴ÷ΤĄ×ˢCńˏȴ�ń¾«ɞȴ�¥̴ȴΣSʀťȴ

aΤaS&a 1920 ƒ²z`vC�`���ǀɑA4C˸˳#̋sYΤÞ̯͘Ň"sŢN

9<ʷ 2ȸśǃƨAaŇ΄͗ħC�ʇȴű̑A̲[YXA˭96#Τ4o4o*C§:

                                            
16 ̡ˊaΤśèĀ7ȁȚˎɝ̮���ȟ¬śŧïɳ¸Τ1962ƒΣPP. 1129113Τ@sG
AȥŌĴŝ�7ɻɶðȠ̮�CǿɑA0X�ˡŶ�Ƚʃŝ�͠˾ɡĨ�śèĀ˘7̿

Ț̮>ƍŇ¢ˠ̮��ȟ¬śŧïɳ¸Τ1971ƒǅĝΤC8üǢΤȥŌ7ʢ¸ʨŧC̮ɽ�
AĝʹΣ\Ěɮ. 
17 śèĀ7Ňųɷē̿Ț¢ˠ�ôɳȟ¬śŧïɳ¸Τ1970ƒΤʷ 2ɳ*I.ȎǄΤ2007
ƒΣĚɮ. 
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Cȴ÷aΤˬƉ̺µ>ÛĉĂǳCʶ¥Ęɽ>��̿Ț¢ˠC̮ɽ"saï<Ȟ@�ƶȩC

oC=�WΤʧa":<*Ys\ʢ¸¢ˠʒĘɽC̿Ț¢ˠJCͦðʒèͦċ>̜Ç.6

*>#�X18ΥɑŧC�ʇ=oƋɇɑ¾˄CřCʢ¸ɑAČö,Y<̮/sY<$6Υ*

Ysaȴ÷>.<aɑʒʿʋAƀ0X"o.Y@�#ΤɻůCȵ˩>.<aΤĄ×ŐȚȴ

aΤÄ EȚȞƋœ=ɌNX—ͮɌŮ>��ˎɝʒȵ˩AĄ×ˍħ#Ƌœř"sƥΐĀ\

ěM.Τʀťȴaʢ¸Ê΅ùƗ>.<ΤΜΡˢ@?CĄ×ĀĠSşȭˢCʀɕÊ΅A

U9<Τˎɝ�GAǱɎCŪŮ\Ȣ60ȵ˩\Ȣ6.<�XΥæ¾ʒ���=aΤʢ¸Ê

΅C6nCǭï�GAʢ¸ÊʯʳͮaΤ4Yˬ¾>.<�CȋɈ̫ǷǱʼC�ɿ\ƣ;

&9<�XC=�XΥ 

� ȑƨC�=�X#ΤšƶCĚǱȴ\̣n6ʆšƑʹȊ͕ͣǗùƗ#Ɠ&̣nsY6Co

�śǃͷȖ"sʷ 2ȸ�ʇśǃƨC*>=�XΥȁȚ=aô �́ ʹǴ˧CǴʨȎ@?=Τ

͐²ʢ¸�Ƌœˎɝ�ɇ¢¢ˠ#puy=̖͒,YX*>#Ś�6n"Τ̉ȹS˂Ň=a

͐²CƢô�X�aƋɇΏĳCʗƨ"sɇ¢¢ˠʒǱɎùƗ#ʟʳ.<�6>C̦̐#Ś

�#Τˬʄ¢ˠɃC˵Ň\ɵƭ;(XCaΤ`xd�g�=aɇ¢¢ˠ=@&ˬʄ¢ˠ

=�WǱɎCŉWǿ>.<aǅȓ̿ʁ\Őɤ>.6ù;ͣǗùAo>;&ĪȕųǱɎ=�

96Υ4CɩaΤ˵ŇC 19 �˅üď\ƤXʆŤCȊ͕ͣǗù\Ɋn6Ą×ˢCt��t

ny͚ćCǘǌ\̋<oȆs"=�Z�ΥšƶĚǱȴ\ĮPȊ͕ͣǗùCůɻaΤ19�˅

ƨď³ͽΤƍŇ¢ˠɃAá9<Țȩċ.6Ą×ˍħ͚ćSʢ¸¢ˠ͚ćAU9<ǐ[Y

6>̑9<U&ΤN64YAU9<̉ȹ̯Ň=aĄ×àSʢ¸¢ˠǱà#̴¸èA�ŮC

ŊȾ\ʟʳ. 6C=�XΥ*Cɩ"s̋<ΤƮƕ.6ɇ¢¢ˠ4Yˬ͇#ΤȚȞa̿Ț

¢ˠ>̑�UWaʢ¸¢ˠA͐̎ƶ\o:ǱɎȯƴ@C=�WΤ4Co>=̉ȹ=ȉAǂ

ʳ.6Ą×àǱȴSʢ¸ɇ¢àǱȴaΤʀťȴCæ¾ċ>.<Cʢ¸Ê΅CÝů\ŅWΤ

ȉAa̿Ț¢ˠʒˎɝ\ͦðʒAĭŮ0X�ãʧɜħˎɝ�\źá.<ˎɝ>ɑ>ǱɎC

ͷCȌȈċSͫƁċ\ɻůċ.<$6C=�XΥ 

 

� �s¤�p�@Y�{��

� *�.<ɻ²̿Ț¢ˠa�ʢ¸¢ˠAŷǋ.::Τʢ¸¢ˠʒ̊ˉ\ͦðʒAèͦċ.

                                            
18 ȥŌĴŝ�ɻ²̿Ț¢ˠ>ʢ¸Ê΅�ɆĘȼɎͥi"˘7ʢ¸Ê΅̰Ƙ 2�˖ħĄ×
ʞʰǅΤ1981ƒǅĝΤC8ȥŌ7ɻ²̿Ț¢ˠC̮ɽ�ȁȚˎɝ̜̮ʢΤ1997ƒAĝʹΣ
\Ěɮ. 
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6ΤďEˬƉĭŮ.6̿Ț¢ˠ�>.<ɻYΤ4C*>AU9<Τġçʒ̿Ț¢ˠCȉ²

Aaðċ.<�6ˎɝʒňģ>�ͦȰ͖\�¾ċ.6ťŉ>.<ɻYXΥ4*=ȑƨCĻ

ΓaΤ*CU�@ŷ̵A±�<CðȠǿɑ=�X#Τ**=aˎɝŧ�ɑŧ�ǱɎŧ4Y

5YCΤN64Y5YC =CĦ̮>.<CʘŷʒˬƉūˏƶa�W @�=�Z�Υ4

*=aĩ/&ˎɝ�ɑ�ǱɎao8Z]ŬǴ4C°CǹċN=o#ɠɭ�¾>@9<�X

ȃʢ¸CðȠΤ:NWɀĤŧCðȠ>º6U�@ǿɑ#ư̊>@XC=a@"Z�"Υ 

� 4C΄Τ̿Ț¢ˠ\ŷ̵>.6ˎɝŧCĘɽAUXˎɝʒơùCǉǥ#Ÿƛʢ¸A!(

X�ˎɝřʒơù�\Ƞï.Τ̿Ț=—Ą×É>aʊ@XΑ¢=͍ɇCÉCɽ̐A̿.

6U�AΤʢ¸ʨŧCĘɽ̮>ʢ¸̯ʨŧCʏſɃ̮\͆N ::oΤɻ²̿Ț¢ˠ4

Yˬ¾Aǟ͐0XɷˬCɽ̮ʒǬÁ#ư̊>Ƶ[YXΥ4*=aΤĘɽ̮>Ƀ̮\͆N

 X*>AUXʗƼ>ů̚CʯlͫBAUXɻůðȠC˻ʯ\ȽĿ>.<Τ,N-N@� 

ͷɽ̮�Ć̞ͳ̦ʒȰˀ#˝W͑,YX*>A@X=�Z�Υ":<ʧaΤɻɶðȠ̮

aͱȗΝ�ͥ#̑�U�Aɻů\��X#NNAì0�C=a@&Τ,N-N@Ǐ̵Ɨ=

ǉǥ0Xư̊#�X*>\¢Ơ.6*>#�X#19Τ4*=ǣ͂.6̞loĩ/̈́Ȅ=�

96Υ 

� ͐ƒΤũͬŧɖC =Ęɽ̮>ɻɶðȠ̮CͷA»˞0XɃ̮\� ͷɽ̮�>ĲI

Ζɨ#̋sYX#ΤʧAaʍĻ=�XΥÞAoǖǪ.6U�AΤɃ̮aĘɽ̮>ĩȱAΤ

ŷ̵ˬ͇#ɽ̮èŴ7(=@&ǿɑ\oȳì0X>ˡ XʧAaΤM��b�}�ʒ@Ε

ŋ̮>ĩ/ƻı=Ã[Y#8@� ͷɽ̮�>̑�ʂ̤aΤũͬɃ̮Aŷ.<=a@&Τ

�͒CU�AΤ̞́ͳ̦\˝W͑0ɽ̮ʒǬÁ=̗Ů,YX´̧ʒƶȩCoC>.<ʂ�

6ǿ#U�U�AƵ[YXΥ 

� Ʃ9<Τ4C΄C^���taΤɃ̮ʒˡŶCœħ>aʊ@WΤN1ˎɝʒňģCð

Ƞ"s>̑96ĹɴĤ̏ʒɃĞWaư̊=a@�Υŷ̵ˬ͇CĻΓCƶȩΤ�X�ȁŶ

ˢCƯ>ĻΓƻ̳"sïʏ.<ƈ.ǭ @�ΥƩ9<͔AðȠˏȢȍŶC;W=C;

ʇ\Ǖ8ΤUWΜƗCūǂ\Ɋn<Cɫ;Cľl>@X=�Z�Υ4.<Τ4�.6;ʇ

\Ǖ96oC>.<ΤĒ�Cʢ¸ʨŧCʀlï.6ǂȢC�ͦ>@X*>A@X=�Z�Υ 

2014ƒ 7Ȓ 25ȁôʮΤ2015ƒ 10Ȓ 12ȁ̇ȼΣ 

 

                                            
19 üǢΤȥŌ�7ɻɶðȠ̮�CǿɑA0X�ˡŶ��ɓ 16CǹɸAǅĝΣ\Ěɮ. 


