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ɺαΠόʔσϞΫϥγʔɿ࠴ࡍࠃɺۀ࢈ػۭߤ
ʮ�(ʯ͔ΒΈΔੈք࢙�

�तʣڭ෦।ڀݚܞେֶӃ࿈ࡦڞେֶެژग़݈ʢࡔ

ʮੈքʯͱ͍͏୯ޠͷεέʔϧ͔ײΒɺੈք࢙ͷڀݚಉ༷ʹେεέʔϧͳͷͱࢥΘΕ͕
ͪͰ͋Δɻ͍ͯ͠ྫ͑ΔͳΒɺੈք࢙ͷڀݚͱएखத͕ऀڀݚݎऔΓѻ͏ͷͰͳ͘ɺ
γχΞͷݸ͕ऀڀݚผςʔϚڀݚͷ૯ମͱͯ͠ॻ͖ͩ͢େ࡞ͱ͍͏Πϝʔδ͕͋ΔΑ͏ʹ
�Ͱͳ͍ɻ࣮ࣄɻ͕ɺͪΖΜͦΕ͏ࢥ

චऀͷڀݚςʔϚɺԤถ࢙ࡁܦɺಛʹۀ࢈ػۭߤͷਰͰ͋Δ ɻ͜ΕେͰ࢙ۀ࢈�

ͱ͍͏ׅΓʹͳΔ͕ɺܾͯͦ͠Εʹཹ·Βͳ͍ɻͳͥͳΒɺػۭߤͷ։ൃಈػͦͷॹ
ʹΔޠΛۀ࢈ػۭߤͳͷͩɻͦͷͨΊثͱฌػۭߤԽͰ͋Γɺ͢ͳΘͪڧྗࣄ܉͍͓ͯʹ
ɺύοΫεɾϒϦλχΧ͔ΒύοΫεɾΞϝϦΧʔφɺ͋Δ͍ࠓͷถதͷݖিಥ
ͱ͍͏Α͏ͳࠃՈͷݖ૪͍ͱ͍ͬͨ࣌ͷྲྀΕͱΓ͢͜ͱͰ͖ͳ͍ɻ࢙ۀ࢈ػۭߤ
ͱ͍͏ݸผςʔϚڀݚͷഎܠʹɺ͜ͷΑ͏ͳεέʔϧͰͷۀ࢈ࣄ܉తੈք͕࢙ᦦ͍͍ͯ
Δɻ�

ݚͱͳ͍ͬͯΔݸܾͯ͠Γͤͳ͍ͷͰ͋ΓɺΉ͠ΖɺͦΕΒ͕ผผͱશମͷؔݸ
ஸೡʹर͍ूΊ͔ͭࡉผΛৄݸͳ͍ɻ͔ͱ͍ͬͯɺͯ͢ͷ͑ݴͱڀݚܾͯ͠༗ޮͳڀ
ͯશମʢ૯ମʣͱ͢Δͷɺ݁ہͷͱ͜Ζશྺ࢙Λ࠶܁Γฦ͢͜ͱͱಉͱͳΓɺͲ͏ߟ
͑ͯෆՄͰ͋Δɻੈք࢙ͱɺجຊతʹ͜ͷແΛͬͯͷ͚͍ͯΔΞΫϩόοτͳݚ
�Δɻ͢ࡏքັྗࠞݶʹͰ͋Γɺͦ͜ڀ

ຊߟͰɺ࢙ۀ࢈ػۭߤͷҰ͕ऀڀݚɺ͜ͷແʹΉɻΓޱػۭߤΛ࣠ͱͨ͠܉ध
ͱ͍͏ࢧͨ·࣏ΓํΛ౷ࡏͱ͠ɺ͜Ε͔ΒͷαΠόʔۭؒʹ͓͚ΔσϞΫϥγʔͷۀ࢈
Δ΄Ͳਫ਼͔֬͘͢ࡉผςʔϚΛݸͰͳ͘ɺ·͏ݴΔ͜ͱʹઓ͢ΔɻޠΛ࢙͔Βੈքࢹ
ੑ૿Ճ͢ΔͩΖ͏ɻ͕ɺաͳ͔͞ࡉɺ݁ہԿΛ໌Β͔ʹͨͯ͘͠ԿΛ͍ͯ͠Δͷ͔͕
ෆ໌ྎʹͳΔɻ͍ΘΜ֘ͷऀڀݚαʔΫϧ͚ͩͰͳ͘ɺੈؚؒΊͨେʹ͘ڹ
ʣΛཱͯΔඞཁ͕͋Γɺޠͷ߹ɺ͋Δఔͷେ෩࿊ෑͱ͍͏໊ͷԾઆʢ͋Δ͍ڀݚ
͍͏ͳΒͦΕ͕ઌʹड़ͨੈք࢙ͷັྗͷ෦Ͱ͋Δɻࠓɺڀݚͷʮઆ໌ʯͱ͍͏�
จࣈʹҤॖ͠ɺڀݚͷ༗༻ੑʹաʹয͕ͯΒΕɺੈք࢙ͳ͍͠େֶͰͷͦڀݚͷ
ͷͷʮੜʯͷັྗΛද͢ݱΔ͜ͱΛ์͍ͯ͠غΔΑ͏ʹ͡ײɺͦΕʹ͍ͨ͘߅ͳͬͨͷ
ຊࣥߘචͷҰҼͰ͋Δɻ�

ग़݈ࡔ��ʰΠΪϦεۀ࢈ػۭߤͱʮఇࠃͷऴᖼʯجۀ࢈ࣄ܉����൫ͱӳถੜ࢈ఏܞ�ʱ�༗൹ֳ������



(FXBMUʢࠃՈྗஔͱࡍࠃடংʣۀ࢈ػۭߤ��ͱӳถަݖସ�

ΞϦιϯʰถதઓ૪લʱʹͯɺچࠃݖͱ৽ڵࠃݖͷେઓຄൃՄੑʹ͍ͭͯ͠ٴݴ
ͨ ɻಉॻͰɺաڈ���ؒͰ৽ࢧ͕ࠃڵతͳେࠃΛԡ͠ͷ͚Α͏ͱͯ͠ੜͨ͡ߏతε�

τϨεʢτΡΩϡσΟσεͷ᠘ʣʹ·ͬͨ��ͷέʔεͷ͏ͪɺઓ૪ʹͨͬࢸ��ͷྫΛੳ
͠ͳ͕Βɺۓ٤ͷถதؔΛͨ͠ߟɻ൴ɺ����ͷӳถަݖସʹ͓͍ͯɺઓ૪Λ
Θͣฏతʹͳ͞Εͨͱ͓ͯ͠Γɺࠓͷݱڀݚ࢙ͰͦΕ͕௨આͱͳ͍ͬͯ
Δɻ͔͠͠ɺͦΕຊ͔ɻ�

͔֬ʹɺ௨՟໘Ͱੈքۚ༥ࢢͷ҆ఆʹد༩͢Δ͜ͱΛతͱͯ͠ɺ����ӳถϒϨτ
ϯɾοζڠఆʹ͓͍ͯ࣠ج௨՟ͷϙϯυ͔Βυϧͷަସ͕औΓܾΊΒΕͨɻ͔͠͠ɺ܉
�ɻ͔͍ͨͯͬ͜ىͰԿ͕ۀ࢈ػۭߤ൫Ͱ͋Δجۀ࢈ͷݖࣄ

ମ෦ͱΤϯδϯ෦ʹೋ͞Ε։ൃɾ͕ͳ͞Εػͱͯ͠ɺߏɺͦͷओͨΔػۭߤ
Δɻ����ɺػମ෦ͰถࠃϘʔΠϯάࣾͷϘʔΠϯά���͕ӳࠃͷσɾϋϏϥϯυࣾ
ͷੈքॳͷδΣοτཱྀػ٬ίϝοτʹۀతʹউར͢Δ͜ͱͰถ͕ࠃ༏Ґʹཱ͍ͬͯͨɻ͠
͔͠ɺΤϯδϯ෦ΛΈΔͱɺ����ʹ͔͚ͯӳࠃͷϩʔϧεɾϩΠε͕ࣾϩοΩʔυࣾ
ʢτϥΠελʔʣɺϘʔΠϯάࣾʢ�������ʣʹΤϯδϯΛࡌʢӳถੜ࢈ఏܞʣ͢Δ͜ͱ
Ͱڝࡍࠃ૪ྗΛ֬อ͍ͯͨ͠ͷͩʢͳ͓ɺ͜ΕຊͰͷʮϩοΩʔυ݅ࣄʯͷഎܠʹ
ͳͬͨͰ͋Δʣɻͭ·Γɺجۀ࢈ࣄ܉൫ʹண͠ɺӳถͷ૬ޓґଘͷࡁܦతϝΧχζϜΛ
࣮ূੳ͢Δͱɺӳถަݖସͷྃ௨આΑΓ͔ͬͨͱ͑ݴΔͷͰ͋Δʢ௨આͱͳͬͯ
͍Δ����Ͱͳ͘����·Ͱଓ͍ͨʣɻ�

Δͱ͍͏Πϝʔ͍ͯͬٵՈͱ݁ͼ͖͍ͭोΛࠃෳ߹ମʯͱͯ͠ɺ࢈܉ɺʮۀ࢈ػۭߤ
δ͕͋Δ͕ɺ࣮ࡍʹɺ��͝ͱʹٕज़తɺऩӹϞσϧతΠϊϕʔγϣϯ͕ͳ͞Εɺͦ͜Ͱ
ΈऔΓͷݖքͷਰۀΊ͍ͯ͠ɻ͜ͷۃͷ͍ͯ࣋͘͠తͳϙδγϣϯΛҡࢧ
Λੳ͢Δ͜ͱͰɺࠃՈؒͷݖ૪͍͕ͯ͑͘ݟΔͷͩɻ�

(PMEʢࡁܦΛಈ͔͢ʣࡁܦ��Ձͷ࣮ମతཪ͚�

ݖͷ਼ؼΛࠨӈ͢Δ࠷৽ڧ࠷ͷฌث։ൃɺҰࠃࠃՈࡒΛ͑Δࣄ܉අͱࡒࡍࠃؔ
ʹΑΔௐΛඞཁͱ͠ɺۃڀతʹݿࠃͷۚอ༗ྔʹґଘ͢Δɻྫྷઓظʹ͓͍ͯ͜ͷࣄ
ɺάϨʔόʔʰෛ࠴ʱ͕ϋυιϯͷʮεʔύʔɾΠϯϖϦΞϦζϜʯʹࢦ͖ͮجఠ͠

�άϨΞϜɾΞϦιϯ�ʰถதઓ૪લʱ�μΠϠϞϯυࣾ������



ͨΑ͏ʹɺ̍̕ੈلΠΪϦεࠃݖ࠴ܕఇࠃओ͔ٛΒ̎̌ੈلΞϝϦΧ࠴ܕࠃఇࠃओٛͷ
సΛͨΒͨ͠ ɻ��

ۚͱυϧͷަ੍ͷഇࢭΛถࠃͷχΫιϯେ౷ྖ͕એͨ͠ݴɺ͍ΘΏΔʮχΫιϯɾγϣο
Ϋʯ͕ͨͬ͜ىͷ����ɻͦͷ�ޙʹϒϨτϯɾοζମ੍͔Βมಈ૬੍ʹͳͬͯ
��͕ܦաͨ͠ɻۙ࠷ɺϦΞϧͳ՟ฎͷΘΓʹిࢠϚωʔΛ͏ͷ͕ͨΓલͱͳΓɺ
ϏοτίΠϯʹද͞ΕΔԾ௨՟Γ্͕ΓΛ͍ͯͤݟΔɻ͜ͷΑ͏ʹۚ༥ࢿຊओ͕ٛ
֮·͘͠ൃలͨ͠ࡏݱͰɺϚωʔͷ΄ͱΜͲ͕՟ฎࢴฎͳͲͷ࣮Ͱͳ͘ɺిࢠ
ใͰΓͱΓ͞Ε͍ͯΔɻ͔͠͠ɺϦʔϚϯɾγϣοΫҎ߱ͷؾܠରࡦͷͨΊͷθϩۚརɾ
ྔత؇ͷઌਐࠃதԝۜߦͷڠࡍࠃௐͷ݁Ռɺ࣮ମతૅجΛͨ࣋ͳ͍Ϛωʔͷܹٸͳுͱ
෦ɾຽؒ෦ͷ࠴ࡍࠃղܾෆͱͳΓɺ$07*%���ରࡦʹΑΔߋͳΔ֦ு
ͷࠞཚΛͨΒ͍ͯ͠Δࢢۚ༥ࡦ ɻϚωʔ͍͘ΒͰΕΔ͔Βͦ͜ɺՁΛҰॠ�

Ͱࣦ͏Մੑ͕͋ΓɺࠓͰͷۃڀతͳཪ͚ͱͳΔϋʔυɾΧϨϯγʔґવͱͯ͠
ϦΞϧͳۚʢ(PMEʣͳͷͩɻੈքͰͬͱۚΛอ༗͢ΔࠃΞϝϦΧ͕ͩɺຊʮੈք
খͰ͋ΓɺͦͷҰۃͱͯ͠ࠃอ༗͢Δۚઌਐʹݿࠃʯͷশ߸ͱཪෲʹɺࠃݖ࠴େͷ࠷
ํɺੈ࣍ͷෛ࠴Ͱ͋Δࡒࣈਘৗͳࡒۚ༥खஈͰղܾෆՄͱͳͬͨɻ�

ͯ͞ɺʮݖʯͱ͍͏ͷɺ࣭తͳج൫Λ͚ͩ͢ࢦͰͳ͍ɻͨͱ͑ɺʮถࠃͷݖʯ
ͱ͍͏߹ɺϛαΠϧͳͲͷ܉උɺ࣠ج௨՟ಛݖΛ·ͣ͢ىΔ͕ɺͦΕʹՃ͑ͯʮσϞ
Ϋϥγʔʯͱ͍͏ਓʑͷՁ؍ݖΛߏ͢Δେ͖ͳཁૉͰ͋Δɻ͜ͷσϞΫϥγʔΛ
Ωʔϫʔυͱͯ͠ɺ࣍ͷτϐοΫʹҠΔɻ�

(PEʢՁɾਓʑͷ৺ͷڌΓॴʣ��σϞΫϥγʔͱ͍͏ฌث�

ถࠃɺΠϥΫઓ૪͕ऴΘͬͨޙʹɺத౦Ҭͷ܉ɾԦࠃՈ܈ʹถྲྀࠃͷຽओओٛɾࢢ
ࡁܦɾࣾձݍΛҠ২͠Α͏ͱͨ͠ʢத౦ຽओԽܭըʣɻʮΞϥϒͷय़ʯΛͬͨ͜ͷେ
ͳࣾձ࣮ݧແࢂʹࣦഊ͠ɺத౦Ҭ௵ཚঢ়ଶʹؕΓɺຽؚΊࡍࠃࣄ܉࣏ਤͷ
ཕݯͱͳͬͨɻ�

σϞΫϥγʔͱɺݴ༿ͷҙຯ͔Β͢ΔͱɺσϞεʢେऺʣ͕ࣾձతͳܾஅΛ͢Δͦͷ༷ࣜ
ͷ͜ͱΛ͏ݴɻʮຽओओٛʯͱ͍͏ͱԿ͔Α͍ํ͑ߟࢥͷΑ͏ʹͱΒ͕͕͑ͪͩɺ࣮
ɺຽओͱ͍͏ܗͰ͞ߦ͕ྗݖΕΔϝΧχζϜʹ͗͢ͳ͍ɻྗݖͳ͍͠ࢧͷͱ

�σϰΟουɾάϨʔόʔ�ʰෛ࠴ʱ�Ҏจࣾ�����ʗϚΠέϧɾϋυιϯ�ʰఇࠃओٛࠃՈΞϝϦ�

Χͷນʱ�ಙؒॻళ�����
�"EBN�5PP[F�$SBTIFE��)PX�B�%FDBEF�PG�'JOBODJBM�$SJTFT�$IBOHFE�UIF�8PSME�7JLJOH������



ͯ͠ɺσϞΫϥγʔͱςΫϊϩδʔͱͷؔΛॏ͢ࢹΔ؍ʹཱͭͱɺ·ͨੈք͕࢙มΘͬ
�Δɻ͑ݟͯ

σδλϧɾςΫϊϩδʔͷܶతͳֵ৽͕ैདྷͷࣾձͷػɾՁ؍Λେ͖͘ม༰͍ͤͯ͞Δ
Ո͕ࠃਓɾूஂɾݸ૪͍ͷযʹ͋ΔαΠόʔٕज़ͱɺݖͱͷࠃͱதࠃɺถ͍͓ͯʹࡏݱ
ܾͯ͠Γͤͳ͍ɻҰൠతʹɺσδλϧۭؒͱϦΞϧۭؒͷ৽ͨຽओओٛͱͷؔ͏ߦ
ͳݩ࣍Ͱͷ݁߹͕ۙ͘͝ʑͷະདྷʹ౸དྷ͢Δ͜ͱɺޠ͘ΒΕ͍ͯΔɻ͔͠͠ɺͦ͜Ͱ
ͷൣنͷ֩ͱͳΔྙཧ؍ɾਓؒ؍ɾਓ֓ݖ೦ɺͦΕʹͮ͘جຽओओٛެฏͳΨόφϯεͷ
͋Γํͷݕ౼ेͱ͑ݴͳ͍ɻ͏ݴʹٯͱɺͦΕΛઌʹԡ͑ͨ͞ʪࠃʫ͕ʮສਓͷສਓ
ʹର͢Δಆ૪ʯʢϗοϒεʰϦϰΝΠΞαϯʱʣͷউऀͱͳΔɻ�

͜͜Ͱ͋͑ͯʪࠃʫΛׅހʹೖΕͨʹཧ༝͕͋Δɻͦͷׅހͷதʹ͕ۀاೖΔՄੑ͕
ेʹ͋Δ͔Βͩɻ*5ϓϥοτϑΥʔϚʔ	("'"
ɺσδλϧɾΤϯΫϩʔδϟʔʢαΠ
όʔۭؒʹ͓͚ΔݸਓϓϥΠόγʔͷғ͍ࠐΈӡಈʣΛਐΊ͍ͯΔʢ("'"Ϟσϧʣɻ·
ͨɺதࠃͰɺࠃՈ͕*5ϓϥοτϑΥʔϚʔʢςϯηϯτɺΞϦόόʣͱ࿈ͯ͠ܞɺࠃ
ຽͷ͋ΒΏΔใΛऩू͍ͯ͠ΔʢژϞσϧʣɻ�����݄ɺ5XJUUFS͕υφϧυɾτϥϯ
ϓͷΞΧϯτΛӬͨ͠ࢭఀٱͷهԱʹ৽͍͠ɻ͜Ε࿈ٞձٞࣄಊཚೖ݅ࣄͷઔಈʹ
ଓ͍ͯɺ͞ΒͳΔྗΛ༠ൃ͢ΔڪΕΛݒ೦ͯ͠ͷાஔ͕ͩɺ͕࣌ۀاࢲͷݖࣄ܉ͷओ
ಋݖΛѲ͍ͬͯΔͱ͑ݴΔ໌Β͔ͳྫࣄʹଞͳΒͳ͍ɻ͜ͷ݅ࣄɺྫྷઓऴ݁ޙɺถ͕ࠃ
ओಋ͢Δʮࢢࡁܦɾࡁܦʹͮ͘جϦϕϥϧɾσϞΫϥγʔʯ͕ੈքΛ෴͏ͱ͢Δϑϥ
ϯγεɾϑΫϠϚͷʮྺ࢙ͷऴᖼʯ͕ʮऴᖼʯͨ͜͠ͱΛతʹࣔ͢ɻ�

%FNPDSBUJD�)BCJUVT�JO�%JHJUBM�1BOPQUJDPO�

ʰྺ࢙ͷऴᖼʱʹΑΔͱɺ����ɾ��ʹɺϥςϯΞϝϦΧͳͲʹ͓͍ͯɺ࣏ମ
੍͕͙Β͖ͭɺϦϕϥϧɾσϞΫϥγʔ͕ͨ͠ٴɻݪࡁܦཧͱͯ͠ʮࣗ༝ࢢʯ͕ී͠ٴɺ
ୈੈࡾքॾࠃ࣭తൟӫΛ͛ͨɻͦͷ݁ՌɺʮਓྨͷΠσΦϩΪʔ্ͷਐาͷऴʯɺ
ʮਓྨͷ౷࣏ͷ࠷ऴͷܗʯ͕౸དྷ͠ɺϦϕϥϧຽओओٛͦΕࣗମ͕ʮྺ࢙ͷऴᖼʯͱͳͬͨɺ
ͱϑΫϠϚͨ͑ߟɻ�
ϑΫϠϚͷྺ࢙ͷऴᖼ͕ڌΔίδΣʔϰͷϔʔήϧੈք؍࢙ɾʰਫ਼ਆݱֶʱղऍʹΑΕ
ɺਓؒͱʮঝೝʯΛٻΊΔཉҎ֎ͷԿͰͳ͘ɺྺ࢙ͱɺ͜ͷཉΛ࣍ୈʹॆ
ͤ͠Ί͍ͯ͘աఔͰ͋Δɺͱͷ͜ͱɻͦ͏ͯ͠ɺॆͨ͠ɺ͢ͳΘͪʮྺ࢙ͷऴᖼʯޙ
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1. Rusudan KEVKHISHVILI 
2021年4月15日 2:03:04

現在の宇宙関連開発における米中
争いも航空機産業における争いに
似ていると思います。
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2. Rusudan KEVKHISHVILI 
2021年4月14日 7:04:26

英国と米国は、中国と米国のペア
と比べると、文化と価値観はより
近いと思います。価値観が大きく
異なる国の覇権交替（例えば中
米）は国際秩序に大きい影響を及
ぼすと思います。このような覇権
交替は平和的になる可能性が低い
と思いますが、この点についてど
のように思われますか。

3. Rusudan KEVKHISHVILI 
2021年4月14日 7:10:39

国家間覇権争いにおけるイノベー
ションの役割は興味深いポイント
です。この観点から考えると、特
許による発明の保護が非常に重要
であることは明らかになります。
イノベーション共有の望ましい方
法について何かコメントがあれば
いいと思います。

4. Rusudan KEVKHISHVILI 
2021年4月14日 7:16:25

現在、イランや北朝鮮で行われる
兵器開発に関するニュースが多い
です。金保有量が少ないと考えら
れる発展途上国の兵器開発とこの
段落の議論の関係についてどのよ
うにお考えでしょうか。
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5. Rusudan KEVKHISHVILI 
2021年4月14日 7:19:37

ここで指摘されているように、仮
想通貨の価値が非常に不安定（ボ
ラティリティが高い）であること
はよく指摘される問題です。

6. Rusudan KEVKHISHVILI 
2021年4月14日 7:24:20

私はこの点に関してアフガニスタ
ンのことを思い出します。アフガ
ニスタンはソ連と米国に侵略され
たが、どの国の戦略も最終的にう
まくいかなかったのです。外から
社会を変えることは難しいと感じ
ます。
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7. 松浦健二 
2021年4月19日 10:23:43

承認を求める欲望がなぜリベラル
民主主義によって充足させられる
のでしょうか？ここで前提してい
る他者とは何でしょうか？個人の
承認欲求の階層と、人類のイデオ
ロギー、人類の統治という異なる
階層の議論が混在している気がし
ます。

8. Rusudan KEVKHISHVILI 
2021年4月14日 8:56:01

この段落の解釈を受け入れた場合
でも、人間の欲望が永遠に満たさ
れないから歴史の終焉もないとい
う結論を出すことは可能でしょう
か。
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9. Rusudan KEVKHISHVILI 
2021年4月14日 9:00:01

回復において、アートや文学等が
果たせる役割は大きいと思いま
す。これらの分野は人の精神状態
に大きい影響を与えることができ
ると思います。
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͕ɺ͕࣌ۀاࢲͷݖࣄ܉ͷओಋݖΛѲ͍ͬͯΔͱ͑ݴΔ໌Β͔ͳྫࣄʹଞͳΒͳ͍ɻ
͜ͷ݅ࣄɺྫྷઓऴ݁ޙɺถ͕ࠃओಋ͢Δʮࢢࡁܦɾࡁܦʹͮ͘جϦϕϥϧɾσϞΫ
ϥγʔʯ͕ੈքΛ෴͏ͱ͢ΔϑϥϯγεɾϑΫϠϚͷʮྺ࢙ͷऴᖼʯ͕ʮऴᖼʯͨ͜͠ͱ
Λతʹࣔ͢ɻ�

ˢ�
͜ͷٞઙബͰͳ͔Ζ͏͔ɻ5XJUUFSϔʔϧσʹԖචΛ༩͑ͨʹա͗ͳ͍ɻԖච͕
͑ͳ͚ΕϘʔϧϖϯΛ͑Α͍ɻຊ࣭πʔϧͰͳ͘ɺϔʔϧσͷूஂҙܾࢤఆͷഎ



ΔಈྗֶɺΞϧΰϦζϜͷํʹ͋Δɻ͖ٞ͢ϑΫϠϚΑΓΦϧςΨͰͳ͔͋ʹޙ
Ζ͏͔ɻ�

��

ʼϑΫϠϚͷྺ࢙ͷऴᖼ͕ڌΔίδΣʔϰͷϔʔήϧੈք؍࢙ɾʰਫ਼ਆݱֶʱղऍʹΑ
ΕɺਓؒͱʮঝೝʯΛٻΊΔཉҎ֎ͷԿͰͳ͘ɺྺ࢙ͱɺ͜ͷཉΛ࣍ୈʹॆ
ͤ͠Ί͍ͯ͘աఔͰ͋Δɺͱͷ͜ͱɻͦ͏ͯ͠ɺॆͨ͠ɺ͢ͳΘͪʮྺ࢙ͷऴᖼʯ
ʹͰͳ͘ɺࣗવతੈքӬԕہͷʮਓؒʯͷ͋Γํʹ͍ͭͯɺਓؒͷফ໓Ӊͷഁޙ
ͱௐͨ͠ಈͱͯ͠ੜଘ͠ଓ͚ΔࡏΔ͕··ʹଘଓ͢Δ͠ɺਓؒࣗવ͍҃ॴ༩ͷଘࡏ
ͷͩɻ�

ରͯ͠ɺγϡτϥεɺίδΣʔϰͷ͜ͷΛɺਓ͕ؒͦͷਓؒੑΛࣦ͢ΔɺχʔνΣ
ͷ͍͏ʮޙ࠷ͷਓؒʢਓʣʯͷͰ͋Δͱ൷ͨ͠ɻͭ·ΓɺͦΕʹΑͬͯਓ͕ؒे
ʹຬͰ͖Δͱ͍͏͜͏ݴͱෆՄͰ͋Δɺͱɻ͠ॆ͕ʪྺ࢙ʫͷඪͰ͋ΔͳΒɺ
ʪྺ࢙ʫઈରతʹʰ൵ܶతʱͰ͋Δɻ�

ˢ�
͜ͷରൺਖ਼͍͠ͷ͔ʁલऀ͕ϔʔήϧੈք؍࢙ɾʰਫ਼ਆݱֶʱʹڌΔͷͰ͋Εɺਓؒ
ͷຊ࣭Λหূ๏తӡಈͱͯ͠ଊ͑ΔͷͰͳ͍ͷ͔ʁͦͷӡಈͷఀࢭΛʮྺ࢙ͷऴᖼʯͱఆ
ٛ͢ΔͳΒɺͦΕͦ͜ʮਓ͕ؒͦͷਓؒੑΛࣦ͢ΔɺͦΕʹΑͬͯਓ͕ؒेʹຬͰ
͖Δͱ͍͏͜͏ݴͱෆՄͰ͋Δʯͱ͍͏݁ʹͳΔͷͰʁऀޙͱͳͥରཱ͢Δ݁ؼʹ
ͳΔͷ͔தؒϩδοΫΛল͘ͱ͔Βͳ͍ɻ�

ʮਓؒࣗવ͍҃ॴ༩ͷଘࡏͱௐͨ͠ಈͱͯ͠ੜଘ͠ଓ͚Δͷͩɻʯϔʔήϧੈք
༲Λϕʔεͱ͠ࢭͰ͋Γ͏Δͷ͔ʁೋ߲ରཱͷ݁ؼֶʱ͔Βಋ͖ग़͞ΕΔݱɾʰਫ਼ਆ؍࢙
ͨੈք͔؍ΒͲͷΑ͏ʹ͜͜ʹḷΓண͘ͷ͔ৄ͍͠આ໌͕ཉ͍͠ɻࢲʹΉ͠ΖᑓզҰͷ
ੈք؍ͷํ͕͍ۙΑ͏ʹ͑ࢥΔɻ�

��

ʼੈքͷਐԽͱ͍͏ʮྺ࢙ʯͷऴᖼʹ͓͍ͯʮޙ࠷ͷਓؒʯስཱ͠͏Δ͔ɻࠃՈɾ*5ϓ
ϥοτϑΥʔϚʔʹΑΓݕӾʢDFOTPSTIJQʣ͞Εͨීวಉ࣭ࠃՈཧԼͷσδλϧࠈʢσ
δλϧɾύϊϓςΟίϯʦ1BOPQUJDPOɿશలࢹʧʣγεςϜʹ͓͍ͯɺਓؒࣗతຽ
ओతϋϏτΡεʢश׳ɺߏԽ͢ΔߏʣΛճ෮Ͱ͖Δ͔ʁͦΕͱɺՌͨͯ͠ʮਓʯʮಈ
ʯͱͯ͠ͷੜΛશ͏͢Δͷ͔ɻʮੈքͱ܅ͷಆ૪ʯʢΧϑΧʣͷউഊͷ਼ؼະͩఆ·ͬ
͍ͯͳ͍ɻ�

ˢ�
ΔͷͰ͋ΕɺʮͦΕͱɺՌ͢ٴݴʹओٛߏύϊϓςΟίϯɺͭ·Γϑʔίʔͷʹޙ࠷



ͨͯ͠ʮਓʯʮಈʯͱͯ͠ͷੜΛશ͏͢Δͷ͔ʯͱ͍͏ରൺʹҧ͕͋ײΔɻΉ͠Ζ
࣮ଘओٛͱͷରൺͷํ͕ଥͳͷͰʁ·ͨɺޙ࠷ΛٙූͰऴ͑ΔͷߟࢥͷΪϒΞοϓ
એ͑ݟʹݴΔɻஶऀࣗͷ͑ߟͰಡऀΛൃͯ͠ด͍͖͍ͯͨͩͨ͡ɻɹ�

จ͜͠ىࣈɾʰͱ͍ͱ͏ͱ͍ʱฤूҕһ



�ɺαΠόʔσϞΫϥγʔ࠴ࡍࠃɺۀ࢈ػۭߤ
ʮ�(ʯ͔ΒΈΔੈք࢙�

�तʣڭ෦।ڀݚܞେֶӃ࿈ࡦڞେֶެژग़݈ʢࡔ

ʮੈքʯͱ͍͏୯ޠͷεέʔϧ͔ײΒɺੈք࢙ͷڀݚಉ༷ʹେεέʔϧͳͷͱࢥΘΕ͕
ͪͰ͋Δɻ͍ͯ͠ྫ͑ΔͳΒɺੈք࢙ͷڀݚͱएखத͕ऀڀݚݎऔΓѻ͏ͷͰͳ͘ɺ
γχΞͷݸ͕ऀڀݚผςʔϚڀݚͷ૯ମͱͯ͠ॻ͖ͩ͢େ࡞ͱ͍͏Πϝʔδ͕͋ΔΑ͏ʹ
�Ͱͳ͍ɻ࣮ࣄɻ͕ɺͪΖΜͦΕ͏ࢥ

චऀͷڀݚςʔϚɺԤถ࢙ࡁܦɺಛʹۀ࢈ػۭߤͷਰͰ͋Δɻ͜ΕେͰ࢙ۀ࢈ͱ
͍͏ׅΓʹͳΔ͕ɺܾͯͦ͠Εʹཹ·Βͳ͍ɻͳͥͳΒɺػۭߤͷ։ൃಈػͦͷॹʹ
ʹΔޠΛۀ࢈ػۭߤͳͷͩɻͦͷͨΊثͱฌػۭߤԽͰ͋Γɺ͢ͳΘͪڧྗࣄ܉͍͓ͯ
ɺύοΫεɾϒϦλχΧ͔ΒύοΫεɾΞϝϦΧʔφɺ͋Δ͍ࠓͷถதͷݖিಥ
ͱ͍͏Α͏ͳࠃՈͷݖ૪͍ͱ͍ͬͨ࣌ͷྲྀΕͱΓ͢͜ͱͰ͖ͳ͍ɻ࢙ۀ࢈ػۭߤ
ͱ͍͏ݸผςʔϚڀݚͷഎܠʹɺ͜ͷΑ͏ͳεέʔϧͰͷۀ࢈ࣄ܉తੈք͕࢙ᦦ͍͍ͯ
Δɻ�

ݚͱͳ͍ͬͯΔݸܾͯ͠Γͤͳ͍ͷͰ͋ΓɺΉ͠ΖɺͦΕΒ͕ผผͱશମͷؔݸ
ஸೡʹर͍ूΊ͔ͭࡉผΛৄݸͳ͍ɻ͔ͱ͍ͬͯɺͯ͢ͷ͑ݴͱڀݚܾͯ͠༗ޮͳڀ
ͯશମʢ૯ମʣͱ͢Δͷɺ݁ہͷͱ͜Ζશྺ࢙Λ࠶܁Γฦ͢͜ͱͱಉͱͳΓɺͲ͏ߟ
͑ͯෆՄͰ͋Δɻੈք࢙ͱɺجຊతʹ͜ͷແΛͬͯͷ͚͍ͯΔΞΫϩόοτͳݚ
�Δɻ͢ࡏքັྗࠞݶʹͰ͋Γɺͦ͜ڀ

ຊߟͰɺ࢙ۀ࢈ػۭߤͷҰ͕ऀڀݚɺ͜ͷແʹΉɻΓޱػۭߤΛ࣠ͱͨ͠܉ध
ͱ͍͏ࢧͨ·࣏ΓํΛ౷ࡏͱ͠ɺ͜Ε͔ΒͷαΠόʔۭؒʹ͓͚ΔσϞΫϥγʔͷۀ࢈
Δ΄Ͳਫ਼͔֬͘͢ࡉผςʔϚΛݸͰͳ͘ɺ·͏ݴΔ͜ͱʹઓ͢ΔɻޠΛ࢙͔Βੈքࢹ
ੑ૿Ճ͢ΔͩΖ͏ɻ͕ɺաͳ͔͞ࡉɺ݁ہԿΛ໌Β͔ʹͨͯ͘͠ԿΛ͍ͯ͠Δͷ͔͕
ෆ໌ྎʹͳΔɻ͍ΘΜ֘ͷऀڀݚαʔΫϧ͚ͩͰͳ͘ɺੈؚؒΊͨେʹ͘ڹ
ʣΛཱͯΔඞཁ͕͋Γɺޠͷ߹ɺ͋Δఔͷେ෩࿊ෑͱ͍͏໊ͷԾઆʢ͋Δ͍ڀݚ
͍͏ͳΒͦΕ͕ઌʹड़ͨੈք࢙ͷັྗͷ෦Ͱ͋Δɻࠓɺڀݚͷʮઆ໌ʯͱ͍͏�
จࣈʹҤॖ͠ɺڀݚͷ༗༻ੑʹաʹয͕ͯΒΕɺੈք࢙ͳ͍͠େֶͰͷͦڀݚͷ
ͷͷʮੜʯͷັྗΛද͢ݱΔ͜ͱΛ์͍ͯ͠غΔΑ͏ʹ͡ײɺͦΕʹ͍ͨ͘߅ͳͬͨͷ
ຊࣥߘචͷҰҼͰ͋Δɻ�



(FXBMUʢࠃՈྗஔͱࡍࠃடংʣۀ࢈ػۭߤ��ͱӳถަݖସ�

ΞϦιϯʰถதઓ૪લʱʹͯɺچࠃݖͱ৽ڵࠃݖͷେઓຄൃՄੑʹ͍ͭͯ͠ٴݴ
ͨɻಉॻͰɺաڈ���ؒͰ৽ࢧ͕ࠃڵతͳେࠃΛԡ͠ͷ͚Α͏ͱͯ͠ੜͨ͡ߏతε
τϨεʢτΡΩϡσΟσεͷ᠘ʣʹ·ͬͨ��ͷέʔεͷ͏ͪɺઓ૪ʹͨͬࢸ��ͷྫΛੳ
͠ͳ͕Βɺۓ٤ͷถதؔΛͨ͠ߟɻ൴ɺ����ͷӳถަݖସʹ͓͍ͯɺઓ૪Λ
Θͣฏతʹͳ͞Εͨͱ͓ͯ͠Γɺࠓͷݱڀݚ࢙ͰͦΕ͕௨આͱͳ͍ͬͯ
Δɻ͔͠͠ɺͦΕຊ͔ɻ�

͔֬ʹɺ௨՟໘Ͱੈքۚ༥ࢢͷ҆ఆʹد༩͢Δ͜ͱΛతͱͯ͠ɺ����ӳถϒϨτ
ϯɾοζڠఆʹ͓͍ͯ࣠ج௨՟ͷϙϯυ͔Βυϧͷަସ͕औΓܾΊΒΕͨɻ͔͠͠ɺ܉
�ɻ͔͍ͨͯͬ͜ىͰԿ͕ۀ࢈ػۭߤ൫Ͱ͋Δجۀ࢈ͷݖࣄ

ମ෦ͱΤϯδϯ෦ʹೋ͞Ε։ൃɾ͕ͳ͞Εػͱͯ͠ɺߏɺͦͷओͨΔػۭߤ
Δɻ����ɺػମ෦ͰถࠃϘʔΠϯάࣾͷϘʔΠϯά���͕ӳࠃͷσɾϋϏϥϯυࣾ
ͷੈքॳͷδΣοτཱྀػ٬ίϝοτʹۀతʹউར͢Δ͜ͱͰถ͕ࠃ༏Ґʹཱ͍ͬͯͨɻ͠
͔͠ɺΤϯδϯ෦ΛΈΔͱɺ����ʹ͔͚ͯӳࠃͷϩʔϧεɾϩΠε͕ࣾϩοΩʔυࣾ
ʢτϥΠελʔʣɺϘʔΠϯάࣾʢ�������ʣʹΤϯδϯΛࡌʢӳถੜ࢈ఏܞʣ͢Δ͜ͱ
Ͱڝࡍࠃ૪ྗΛ֬อ͍ͯͨ͠ͷͩʢͳ͓ɺ͜ΕຊͰͷʮϩοΩʔυ݅ࣄʯͷഎܠʹ
ͳͬͨͰ͋Δʣɻͭ·Γɺجۀ࢈ࣄ܉൫ʹண͠ɺӳถͷ૬ޓґଘͷࡁܦతϝΧχζϜΛ
࣮ূੳ͢Δͱɺӳถަݖସͷྃ௨આΑΓ͔ͬͨͱ͑ݴΔͷͰ͋Δʢ௨આͱͳͬͯ
͍Δ����Ͱͳ͘����·Ͱଓ͍ͨʣɻ�

Δͱ͍͏Πϝʔ͍ͯͬٵՈͱ݁ͼ͖͍ͭोΛࠃෳ߹ମʯͱͯ͠ɺ࢈܉ɺʮۀ࢈ػۭߤ
δ͕͋Δ͕ɺ࣮ࡍʹɺ��͝ͱʹٕज़తɺऩӹϞσϧతΠϊϕʔγϣϯ͕ͳ͞Εɺͦ͜Ͱ
ΈऔΓͷݖքͷਰۀΊ͍ͯ͠ɻ͜ͷۃͷ͍ͯ࣋͘͠తͳϙδγϣϯΛҡࢧ
Λੳ͢Δ͜ͱͰɺࠃՈؒͷݖ૪͍͕ͯ͑͘ݟΔͷͩɻ�

(PMEʢࡁܦΛಈ͔͢ʣࡁܦ��Ձͷ࣮ମతཪ͚�

ݖͷ਼ؼΛࠨӈ͢Δ࠷৽ڧ࠷ͷฌث։ൃɺҰࠃࠃՈࡒΛ͑Δࣄ܉අͱࡒࡍࠃؔ
ʹΑΔௐΛඞཁͱ͠ɺۃڀతʹݿࠃͷۚอ༗ྔʹґଘ͢Δɻྫྷઓظʹ͓͍ͯ͜ͷࣄ
ɺάϨʔόʔʰෛ࠴ʱ͕ϋυιϯͷʮεʔύʔɾΠϯϖϦΞϦζϜʯʹࢦ͖ͮجఠ͠



ͨΑ͏ʹɺ��ੈلΠΪϦεࠃݖ࠴ܕఇࠃओ͔ٛΒ��ੈلΞϝϦΧ࠴ܕࠃఇࠃओٛͷస
ΛͨΒͨ͠ɻ�

ۚͱυϧͷަ੍ͷഇࢭΛถࠃͷχΫιϯେ౷ྖ͕એͨ͠ݴɺ͍ΘΏΔʮχΫιϯɾγϣο
Ϋʯ͕ͨͬ͜ىͷ����ɻͦͷ�ޙʹϒϨτϯɾοζମ੍͔Βมಈ૬੍ʹͳͬͯ
��͕ܦաͨ͠ɻۙ࠷ɺϦΞϧͳ՟ฎͷΘΓʹిࢠϚωʔΛ͏ͷ͕ͨΓલͱͳΓɺ
ϏοτίΠϯʹද͞ΕΔԾ௨՟Γ্͕ΓΛ͍ͯͤݟΔɻ͜ͷΑ͏ʹۚ༥ࢿຊओ͕ٛ
֮·͘͠ൃలͨ͠ࡏݱͰɺϚωʔͷ΄ͱΜͲ͕՟ฎࢴฎͳͲͷ࣮Ͱͳ͘ɺిࢠ
ใͰΓͱΓ͞Ε͍ͯΔɻ͔͠͠ɺϦʔϚϯɾγϣοΫҎ߱ͷؾܠରࡦͷͨΊͷθϩۚརɾ
ྔత؇ͷઌਐࠃதԝۜߦͷڠࡍࠃௐͷ݁Ռɺ࣮ମతૅجΛͨ࣋ͳ͍Ϛωʔͷܹٸͳுͱ
෦ɾຽؒ෦ͷ࠴ࡍࠃղܾෆͱͳΓɺ$07*%���ରࡦʹΑΔߋͳΔ֦ு
ΕΔ͔Βͦ͜ɺՁΛҰॠͰͷࠞཚΛͨΒ͍ͯ͠ΔɻϚωʔ͍͘ΒͰࢢۚ༥ࡦ
ࣦ͏Մੑ͕͋ΓɺࠓͰͷۃڀతͳཪ͚ͱͳΔϋʔυɾΧϨϯγʔґવͱͯ͠Ϧ
Ξϧͳۚʢ(PMEʣͳͷͩɻੈքͰͬͱۚΛอ༗͢ΔࠃΞϝϦΧ͕ͩɺຊʮੈք࠷
େͷࠃݖ࠴ʯͷশ߸ͱཪෲʹɺݿࠃʹอ༗͢Δۚઌਐࠃͱͯ͠ۃখͰ͋ΓɺͦͷҰ
ํɺੈ࣍ͷෛ࠴Ͱ͋Δࡒࣈਘৗͳࡒۚ༥खஈͰղܾෆՄͱͳͬͨɻ�

ͯ͞ɺʮݖʯͱ͍͏ͷɺ࣭తͳج൫Λ͚ͩ͢ࢦͰͳ͍ɻͨͱ͑ɺʮถࠃͷݖʯ
ͱ͍͏߹ɺϛαΠϧͳͲͷ܉උɺ࣠ج௨՟ಛݖΛ·ͣ͢ىΔ͕ɺͦΕʹՃ͑ͯʮσϞ
Ϋϥγʔʯͱ͍͏ਓʑͷՁ؍ݖΛߏ͢Δେ͖ͳཁૉͰ͋Δɻ͜ͷσϞΫϥγʔΛ
Ωʔϫʔυͱͯ͠ɺ࣍ͷτϐοΫʹҠΔɻ�

(PEʢՁɾਓʑͷ৺ͷڌΓॴʣ��σϞΫϥγʔͱ͍͏ฌث�

ถࠃɺΠϥΫઓ૪͕ऴΘͬͨޙʹɺத౦Ҭͷ܉ɾԦࠃՈ܈ʹถྲྀࠃͷຽओओٛɾࢢ
ࡁܦɾࣾձݍΛҠ২͠Α͏ͱͨ͠ʢத౦ຽओԽܭըʣɻʮΞϥϒͷय़ʯΛͬͨ͜ͷେ
ͳࣾձ࣮ݧແࢂʹࣦഊ͠ɺத౦Ҭ௵ཚঢ়ଶʹؕΓɺຽؚΊࡍࠃࣄ܉࣏ਤͷ
ཕݯͱͳͬͨɻ�

σϞΫϥγʔͱɺݴ༿ͷҙຯ͔Β͢ΔͱɺσϞεʢେऺʣ͕ࣾձతͳܾஅΛ͢Δͦͷ༷ࣜ
ͷ͜ͱΛ͏ݴɻʮຽओओٛʯͱ͍͏ͱԿ͔Α͍ํ͑ߟࢥͷΑ͏ʹͱΒ͕͕͑ͪͩɺ࣮
ɺຽओͱ͍͏ܗͰ͞ߦ͕ྗݖΕΔϝΧχζϜʹ͗͢ͳ͍ɻྗݖͳ͍͠ࢧͷͱ
ͯ͠ɺσϞΫϥγʔͱςΫϊϩδʔͱͷؔΛॏ͢ࢹΔ؍ʹཱͭͱɺ·ͨੈք͕࢙มΘͬ
�Δɻ͑ݟͯ



σδλϧɾςΫϊϩδʔͷܶతͳֵ৽͕ैདྷͷࣾձͷػɾՁ؍Λେ͖͘ม༰͍ͤͯ͞Δ
Ո͕ࠃਓɾूஂɾݸ૪͍ͷযʹ͋ΔαΠόʔٕज़ͱɺݖͱͷࠃͱதࠃɺถ͍͓ͯʹࡏݱ
ܾͯ͠Γͤͳ͍ɻҰൠతʹɺσδλϧۭؒͱϦΞϧۭؒͷ৽ͨຽओओٛͱͷؔ͏ߦ
ͳݩ࣍Ͱͷ݁߹͕ۙ͘͝ʑͷະདྷʹ౸དྷ͢Δ͜ͱɺޠ͘ΒΕ͍ͯΔɻ͔͠͠ɺͦ͜Ͱ
ͷൣنͷ֩ͱͳΔྙཧ؍ɾਓؒ؍ɾਓ֓ݖ೦ɺͦΕʹͮ͘جຽओओٛެฏͳΨόφϯεͷ
͋Γํͷݕ౼ेͱ͑ݴͳ͍ɻ͏ݴʹٯͱɺͦΕΛઌʹԡ͑ͨ͞ʪࠃʫ͕ʮສਓͷສਓ
ʹର͢Δಆ૪ʯʢϗοϒεʰϦϰΝΠΞαϯʱʣͷউऀͱͳΔɻ�

͜͜Ͱ͋͑ͯʪࠃʫΛׅހʹೖΕͨʹཧ༝͕͋Δɻͦͷׅހͷதʹ͕ۀاೖΔՄੑ͕
ेʹ͋Δ͔Βͩɻ*5ϓϥοτϑΥʔϚʔ	("'"
ɺσδλϧɾΤϯΫϩʔδϟʔʢαΠ
όʔۭؒʹ͓͚ΔݸਓϓϥΠόγʔͷғ͍ࠐΈӡಈʣΛਐΊ͍ͯΔʢ("'"Ϟσϧʣɻ·
ͨɺதࠃͰɺࠃՈ͕*5ϓϥοτϑΥʔϚʔʢςϯηϯτɺΞϦόόʣͱ࿈ͯ͠ܞɺࠃ
ຽͷ͋ΒΏΔใΛऩू͍ͯ͠ΔʢژϞσϧʣɻ�����݄ɺ5XJUUFS͕υφϧυɾτϥϯ
ϓͷΞΧϯτΛӬͨ͠ࢭఀٱͷهԱʹ৽͍͠ɻ͜Ε࿈ٞձٞࣄಊཚೖ݅ࣄͷઔಈʹ
ଓ͍ͯɺ͞ΒͳΔྗΛ༠ൃ͢ΔڪΕΛݒ೦ͯ͠ͷાஔ͕ͩɺ͕࣌ۀاࢲͷݖࣄ܉ͷओ
ಋݖΛѲ͍ͬͯΔͱ͑ݴΔ໌Β͔ͳྫࣄʹଞͳΒͳ͍ɻ͜ͷ݅ࣄɺྫྷઓऴ݁ޙɺถ͕ࠃ
ओಋ͢Δʮࢢࡁܦɾࡁܦʹͮ͘جϦϕϥϧɾσϞΫϥγʔʯ͕ੈքΛ෴͏ͱ͢Δϑϥ
ϯγεɾϑΫϠϚͷʮྺ࢙ͷऴᖼʯ͕ʮऴᖼʯͨ͜͠ͱΛతʹࣔ͢ɻ�

%FNPDSBUJD�)BCJUVT�JO�%JHJUBM�1BOPQUJDPO�

ʰྺ࢙ͷऴᖼʱʹΑΔͱɺ����ɾ��ʹɺϥςϯΞϝϦΧͳͲʹ͓͍ͯɺ࣏ମ
੍͕͙Β͖ͭɺϦϕϥϧɾσϞΫϥγʔ͕ͨ͠ٴɻݪࡁܦཧͱͯ͠ʮࣗ༝ࢢʯ͕ී͠ٴɺ
ୈੈࡾքॾࠃ࣭తൟӫΛ͛ͨɻͦͷ݁ՌɺʮਓྨͷΠσΦϩΪʔ্ͷਐาͷऴʯɺ
ʮਓྨͷ౷࣏ͷ࠷ऴͷܗʯ͕౸དྷ͠ɺϦϕϥϧຽओओٛͦΕࣗମ͕ʮྺ࢙ͷऴᖼʯͱͳͬͨɺ
ͱϑΫϠϚͨ͑ߟɻ�

ϑΫϠϚͷྺ࢙ͷऴᖼ͕ڌΔίδΣʔϰͷϔʔήϧੈք؍࢙ɾʰਫ਼ਆݱֶʱղऍʹΑΕ
ɺਓؒͱʮঝೝʯΛٻΊΔཉҎ֎ͷԿͰͳ͘ɺྺ࢙ͱɺ͜ͷཉΛ࣍ୈʹॆ
ͤ͠Ί͍ͯ͘աఔͰ͋Δɺͱͷ͜ͱɻͦ͏ͯ͠ɺॆͨ͠ɺ͢ͳΘͪʮྺ࢙ͷऴᖼʯޙ
ͷʮਓؒʯͷ͋Γํʹ͍ͭͯɺਓؒͷফ໓ӉͷഁہͰͳ͘ɺࣗવతੈքӬԕʹࡏ
Δ͕··ʹଘଓ͢Δ͠ɺਓؒࣗવ͍҃ॴ༩ͷଘࡏͱௐͨ͠ಈͱͯ͠ੜଘ͠ଓ͚Δͷ
ͩɻ�



ରͯ͠ɺγϡτϥεɺίδΣʔϰͷ͜ͷΛɺਓ͕ؒͦͷਓؒੑΛࣦ͢ΔɺχʔνΣ
ͷ͍͏ʮޙ࠷ͷਓؒʢਓʣʯͷͰ͋Δͱ൷ͨ͠ɻͭ·ΓɺͦΕʹΑͬͯਓ͕ؒे
ʹຬͰ͖Δͱ͍͏͜͏ݴͱෆՄͰ͋Δɺͱɻ͠ॆ͕ʪྺ࢙ʫͷඪͰ͋ΔͳΒɺ
ʪྺ࢙ʫઈରతʹʰ൵ܶతʱͰ͋Δɻ�

ੈքͷਐԽͱ͍͏ʮྺ࢙ʯͷऴᖼʹ͓͍ͯʮޙ࠷ͷਓؒʯስཱ͠͏Δ͔ɻࠃՈɾ*5ϓϥο
τϑΥʔϚʔʹΑΓݕӾʢDFOTPSTIJQʣ͞Εͨීวಉ࣭ࠃՈཧԼͷσδλϧࠈʢσδ
λϧɾύϊϓςΟίϯʦ1BOPQUJDPOɿશలࢹʧʣγεςϜʹ͓͍ͯɺਓؒࣗతຽ
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世界が大きく変わりつつあるなかで、
新しいルールが求められている。
ただマクロな興隆を理解するためには、
まずミクロな産業、そこにある原理から
世界を照射する必要があるのではないか？
航空機産業の歴史をつぶさに見つめてきた著者が、
たえまなく動きつづける世界の裏側を描き出す。

坂出健（京都大学 公共政策大学院 連携研究部 准教授）
1969年生まれ。現代世界史・国際関係史・航空機産業史。博士
（経済学）。京都大学経済学部を卒業後、同大学院経済学研究科を中
退。富山大学助手・講師を経て、1999年より京都大学経済学研究
科助教授。著書に『イギリス航空機産業と「帝国の終焉」』〈有斐閣 , 
2010〉、監訳書に D・エジャトン『戦争国家イギリス―反衰退・非
福祉の現代史』〈名古屋大学出版会 , 2017〉。

航空機産業、国際債務、
サイバーデモクラシー：
「3G」からみる世界史
坂出健
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「世界」という単語のスケール感から、世界
史の研究も同様に大スケールなものと思われ
がちである。しいて例えるなら、世界史の研
究とは若手中堅研究者が取り扱うものではな
く、シニアの研究者が個別テーマ研究の総体
として書きだす大作というイメージがあるよ
うにも思う。が、もちろんそれは事実ではない。

筆者の研究テーマは、欧米経済史、特に航空
機産業の盛衰である *1 。これは大枠では産業
史という括りにはなるが、決してそれに留ま
らない。なぜなら、航空機の開発動機はその
端緒において軍事力強化であり、すなわち航
空機とは兵器なのだ。そのため航空機産業を
語るには、パックス・ブリタニカからパックス・
アメリカーナへ、あるいは今の米中の覇権衝
突へというような国家の覇権争いといった時
代の流れと切り離すことはできない。航空機
産業史という個別テーマ研究の背景には、こ
のようなスケールでの軍事産業的世界史が蠢
いている。

個別と全体の関係は決して切り離せないもの
であり、むしろ、それらが別個となっている
研究は決して有効な研究とは言えない。かと
いって、すべての個別を詳細かつ丁寧に拾
い集めて全体（総体）とするのは、結局の
ところ全歴史を再度繰り返すことと同値とな
り、どう考えても不可能である。世界史とは、
基本的にこの無茶をやってのけているアクロ

バットな研究であり、そこに限界も魅力も混
在する。

本論考では、航空機産業史の一研究者が、こ
の無茶に挑む。切り口は航空機を軸とした軍
需産業とし、これからのサイバー空間におけ
るデモクラシーの在り方を統治または支配と
いう視点から世界史を語ることに挑戦する。
言うまでもなく、個別テーマを細かくするほ
ど精確性は増加するだろう。が、過度な細か
さは、結局何を明らかにしたくて何をしてい
るのかが不明瞭にもなる。いわんや該当分野
の研究者サークルだけでなく、世間も含めた
大勢に響く研究の場合は、ある程度の大風呂
敷という名の仮説（あるいは物語）を立てる
必要があり、いうならそれが先に述べた世界
史の魅力の部分である。今日、研究の「説明
責任」という 4文字に畏縮し、研究の有用性
に過度に焦点が当てられ、世界史ないしは大
学での研究そのものの「生身」の魅力を表現
することを放棄しているようにも感じ、それ
に抗いたくなったのも本稿執筆の一因ではあ
る。

Gewalt（国家暴力装置と国際秩序）─航空
機産業と英米覇権交替

アリソンは『米中戦争前夜』にて、旧覇権国
と新興覇権国の大戦勃発可能性について言
及した *2 。同書では、過去 500年間で新興国

2. グレアム・アリソン, 『米中戦争前夜』, ダイヤモンド社, 2017.1. 坂出健, 『イギリス航空機産業と「帝国の終焉」 ─ 軍事産業基盤と
英米生産提携 』, 有斐閣, 2010.
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が支配的な大国を押しのけようとして生じた
構造的ストレス（トゥキュディデスの罠）に
はまった 16のケースのうち、戦争に至った
12の例を分析しながら、喫緊の米中関係を
考察した。彼は、1940年代の英米覇権交替
においては、戦争を伴わず平和的になされた
としており、今日の現代史研究分野でもそれ
が通説ともなっている。しかし、それは本当か。

確かに、通貨面では世界金融市場の安定に
寄与することを目的として、1945年英米ブ
レトン・ウッズ協定において基軸通貨のポン
ドからドルへの交替が取り決められた。しか
し、軍事覇権の産業基盤である航空機産業で
は何が起こっていたか。

航空機は、その主たる構造として、機体部門
とエンジン部門に二分され開発・製造がなさ
れる。1950年代、機体部門では米国ボーイ
ング社のボーイング 707が英国のデ・ハビラ
ンド社の世界初のジェット旅客機コメットに
商業的に勝利することで米国が優位に立って
いた。しかし、エンジン部門をみると、1980

年代にかけて英国のロールス・ロイス社が
ロッキード社（トライスター）、ボーイング社
（757/777）にエンジンを搭載（英米生産提
携）することで国際競争力を確保していたの
だ（なお、これは日本での「ロッキード事件」
の背景にもなった話である）。つまり、軍事
産業基盤に着目し、英米の相互依存の経済的

メカニズムを実証分析すると、英米覇権交替
の完了は通説より遅かったと言えるのである
（通説となっている 1940年代ではなく 1960

年代まで続いた）。

航空機産業は、「軍産複合体論」として、国
家と結びつき甘い汁を吸っているというイ
メージがあるが、実際には、10年ごとに技
術的、収益モデル的イノベーションがなされ、
そこで支配的なポジションを維持していくの
は極めて難しい。この業界の盛衰や覇権取り
の仕組みを分析することで、国家間の覇権争
いが見えてくるのだ。

Gold（経済を動かす物）─経済価値の実体
的裏付け

覇権の帰趨を左右する最新最強の兵器開発
は、一国国家財政を超える軍事費と国際財政
関係による調整を必要とし、究極的には国庫
の金保有量に依存する。冷戦期においてはこ
の事情は、グレーバー『負債論』がハドソン
の「スーパー・インペリアリズム」論に基づ
き指摘したように、19世紀イギリス型債権国
帝国主義から 20世紀アメリカ型債務国帝国
主義への転換をもたらした *3 。

金とドルの交換制度の廃止を米国のニクソン
大統領が宣言した、いわゆる「ニクソン・ショッ
ク」が起こったのは 1971年。その 2年後に

3. デヴィッド・グレーバー, 『負債論』, 以文社, 2016／マイケル・ハド
ソン, 『超帝国主義国家アメリカの内幕』, 徳間書店, 2002.
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ブレトン・ウッズ体制から変動相場制になっ
て約 50年が経過した。最近は、リアルな貨
幣の代わりに電子マネーを使うのが当たり前
となり、ビットコインに代表される仮想通貨
も盛り上がりを見せている。

このように金融資本主義が目覚ましく発展し
た現在では、マネーのほとんどが貨幣や紙幣
などの実物ではなく、電子情報でやりとりさ
れている。しかし、リーマン・ショック以降
の景気対策のためのゼロ金利・量的緩和の
先進国中央銀行の国際協調の結果、実体的
基礎を持たないマネーの急激な膨張と政府部
門・民間部門の国際債務問題は解決不能とな
り、COVID-19対策による更なる拡張政策は
金融市場の混乱をもたらしている *4 。マネー
はいくらでも刷れるからこそ、価値を一瞬で
失う可能性があり、今日でも富の究極的な裏
付けとなるハード・カレンシーは依然として
リアルな金（Gold）なのだ。世界でもっとも
金を保有する国はアメリカだが、日本は「世
界最大の債権国」の称号とは裏腹に、国庫に
保有する金は先進国としては極小であり、そ
の一方、次世代への負債である財政赤字は尋
常な財政金融手段では解決不可能となった。

さて、「覇権」というのは、物質的な基盤を
指すだけではない。たとえば、「米国の覇権」
という場合、ミサイルなどの軍備や、基軸通
貨特権をまず想起するが、それに加えて「デ

モクラシー」という人々の価値観も覇権を構
成する大きな要素である。このデモクラシー
をキーワードとして、次のトピックに移る。

God（価値・人々の心の拠り所）─デモクラ
シーという兵器

米国は、イラク戦争が終わった後に、中東地
域の軍政・王政国家群に米国流の民主主義・
市場経済・社会圏を移植しようとした（中東
民主化計画）。「アラブの春」を伴ったこの壮
大な社会実験は無惨に失敗し、中東地域は潰
乱状態に陥り、難民問題を含め国際政治軍事
地図の地雷源となった。

デモクラシーとは、言葉の意味からすると、
デモス（大衆）が社会的な決断をするその様
式のことを言う。「民主主義」というと何かよ
い考え方や思想のようにとらえがちだが、実
は、民主政という形で権力が行使されるメカ
ニズムにすぎない。権力ないしは支配の問題
として、デモクラシーとテクノロジーとの関
係を重視する観点に立つと、また世界史が変
わって見える。

デジタル・テクノロジーの劇的な革新が従来
の社会の機能・価値観を大きく変容させてい
る現在において、米国と中国との覇権争いの
焦点にあるサイバー技術と、個人・集団・国
家が行う民主主義との関係は決して切り離せ

4. Adam Tooze, “Crashed: How a Decade of Financial Crises 
Changed the World”, Viking, 2018.
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ない。一般的に、デジタル空間とリアル空間
の新たな次元での結合がごく近々の未来に到
来することは、広く語られてはいる。しかし、
そこでの規範の核となる倫理観・人間観・人
権概念、それに基づく民主主義や公平なガバ
ナンスのあり方の検討は十分とは言えない。
逆に言うと、それを先に押さえた〈国〉が「万
人の万人に対する闘争」の勝者となる。

ここであえて〈国〉を括弧に入れたには理由
がある。その括弧の中には企業が入る可能性
が十分にあるからだ。ITプラットフォーマー
（GAFA）は、デジタル・エンクロージャー（サ
イバー空間における個人プライバシーの囲い
込み運動）を進めている（GAFAモデル）。
また、中国では、国家が ITプラットフォーマー
（テンセント、アリババ等）と連携して、国
民のあらゆる情報を収集している（北京モデ
ル）。2021年 1月、Twitterがドナルド・ト
ランプのアカウントを永久停止したのは記憶
に新しい。これは連邦議会議事堂乱入事件の
扇動に続いて、さらなる暴力を誘発する恐れ
を懸念しての措置だが、私企業が時の政権や
軍事の主導権を握っているとも言える明らか
な事例に他ならない。この事件は、冷戦終結
後、米国が主導する「市場経済・経済成長に
基づくリベラル・デモクラシー」が世界を覆
うとするフランシス・フクヤマの「歴史の終焉」
論が「終焉」したことを端的に示す。

Democratic Habitus in Digital 

Panopticon

「歴史の終焉」論によると、1970年代・80

年代には、ラテンアメリカなどにおいて、政
治体制がぐらつき、リベラル・デモクラシー
が波及した。経済原理として「自由市場」が
普及し、第三世界諸国も物質的繁栄を遂げた。
その結果、「人類のイデオロギー上の進歩の
終点」、「人類の統治の最終の形」が到来し、
リベラル民主主義それ自体が「歴史の終焉」
となった、とフクヤマは考えた。

フクヤマの「歴史の終焉」論が拠るコジェー
ヴのヘーゲル世界史観、『精神現象学』解釈
によれば、人間とは「承認」を求める欲望以
外の何物でもなく、歴史とは、この欲望を次
第に充足せしめていく過程である、とのこと。
そうして、充足した地点、すなわち「歴史の
終焉」後の「人間」のあり方については、人
間の消滅は宇宙の破局ではなく、自然的世界
は永遠に在るがままに存続するし、人間は自
然或いは所与の存在と調和した動物として生
存し続けるのだ。

対して、シュトラウスは、コジェーヴのこの
論を、人間がその人間性を喪失する、ニーチェ
のいう「最後の人間（末人）」の地点である
と批判した。つまり、それによって人間が十
分に満足できるという言うことは不可能であ
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る、と。もし充足が〈歴史〉の目標であるなら、
〈歴史〉は絶対的に『悲劇的』である *5 。

世界の進化という「歴史」の終焉において「最
後の人間」は屹立しうるか。国家・ITプラッ
トフォーマーにより検閲（censorship）され
た普遍同質国家管理下のデジタル監獄（デジ
タル・パノプティコン［Panopticon：全展
望監視］）システムにおいて、人間は自律的
民主的ハビトゥス（習慣、構造化する構造）
を回復できるか？　それとも、果たして「末人」
「動物」としての生を全うするのか *6 。

Goldが自己増殖する価値として無限の価値
増殖を原動力とし、Gewaltも国家対立のな
かでより強い飛躍的な力を求める。God（人々
の観念意志）が、発散する Goldと Gewalt

の運動を制御できないならば、人新世の指摘
を待つまでもなくGlobe（地球）のフィジカ
ルな限界は突破される。そのとき Godと対
立する人間精神（Geist）は、「お前と世界の
決闘」（カフカ）＝「５Ｇ戦争」に突入する。

構成・宮野公樹（『といとうとい』編集委員）

5. レオ・シュトラウス, 『僣主政治について（下）』, 現代思想社, 2007.
6. ミシェル・フーコー, 『監獄の誕生〈新装版〉 : 監視と処罰』, 新潮社, 
2020／ピエール・ブルデュー, 『資本主義のハビトゥス―アルジェリ
アの矛盾』, 藤原書店, 1993.
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デジタル監獄に追いやられた「末人」が、自律
的民主的習慣を回復できるかを危ぶむが、論の
なかで指摘されているように民主主義が最善と
も限らない。むしろ軍産複合体時代から「兵営
国家」のもとで人間は末人であり続けていたと
もいえる。末人のなかの有能なものが GAFA

を創り出せたと考えれば、求めるべきものは民
主制ではなく、有能なエリートが活躍できる「共
和制」ではなかろうか。

布施将夫
1971年生まれ。アメリカやドイツの軍事史、鉄道史。博士（人間・
環境学）。京都大学法学部を卒業後、同大学院人間・環境学研究科を
単位取得認定退学。京都外国語大学・同短期大学の講師を経て、2017
年より現職。著書に『補給戦と合衆国』〈松籟社 , 2014〉、『近代世界
における広義の軍事史̶̶米欧日の教育・交流・政治̶̶』〈晃洋書房 , 
2020〉。

エリートが調和可能な世界

坂出が監訳を担当した“Warfare State: Britain, 1920–1970”（左）は、
戦争という視点から科学と産業の歴史を描く。／『種の論理』（右）
のなかで、哲学者の田辺元は、人間の存在は歴史のなかで初めて社会
化されると説く。

坂出の専門は、航空機産業の盛衰を中心とした欧米経済史。とくに第
二次大戦後のアメリカとイギリスをめぐる航空技術と世界覇権の関係
を、一次資料を駆使して描き出したことで知られる。

1970年代、イギリスはアメリカから最新鋭の戦闘機を購入し、世界
中にある自国の基地に配備することを検討していた。公文書から、30
年前の英国政府の意思決定プロセスを知ることができる。

本論考について編集委員と打ち合わせした際のホワイトボード。戦争
と経済を学問としての歴史に落とし込むためには、哲学の視座が必要
になってくるという。布施将夫

京都外国語大学 外国語学部 准教授

「有能なエリート」なるものが肉屋を応援をする
優秀な豚なら、そんな豚達の共和政治は、『動
物農場』のナポレオンやスノーボールの世界で
あろうか。スノーデン事件が明らかにしたとこ
ろによれば、中国の ITプラットフォーマーだけ
でなく、GAFAも NSA（アメリカ国家安全保
障局）に顧客プライバシーを渡しているとのこ
とだ。そこからすれば、米中が本質的にどのよ
うな価値観をめぐって衝突しているか再検討す
ることが必要だろう。

坂出健
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本テキストに関するレ
ビューおよび対話の過
程は下記のレポジトリ
に公開されています。

『ウォール・ストリートと極東』（左）では経済を通じて世界のつなが
りが実証されている。／『国際決済銀行の戦争責任―ナチスと手を組
んだセントラルバンカーたち』（右）では、経済と戦争における倫理
が問われる。

坂出は「スパイ」と呼ばれる正史には描かれなかった人々にも着目す
る。ウィルソン大統領の右腕として世界を巡ったエドワード・ハウス
（左）や、ウォーターゲート事件の裏側を知るドロシー・ハント（右）
はその好例といえる。

世界史から排除されるもの

二項対立の止揚、その先へ

「あなた」のことを指します。公私二元論のデ
ザインそのものが「私」の立場を回収し、「公」
が仕える主の利得を増す仕組みを内在させてい
るかもしれません。そうした「公」と「私」の
関係を切り裂くナイフとしては、民主主義の模
範であるイギリスが『財政軍事（Gewalt）国家』
であったことを明らかにした歴史家ジョン・ブ
リュアの「スキャンダル」が最右翼かもしれま
せん。そうしたナイフでロッキード事件を斬る
と面白いように思う。

坂出健

梵我一如はヘーゲル大論理学概念論（主観・
客観・理念）に共有する要素が多いかもしれな
いが、個別と普遍の同一性に特殊の概念（レ
ベル）を入れているところが、田辺元『種の論
理』が指摘したように肝だと思います。アジア
哲学とヘーゲルが完成させた西洋哲学の止揚は
重要ですが、概念論から始めず、般若心経・色
即是空を有論（有・無・成）と対照することか
ら手をつけたほうが実践的ではないか？

坂出健

藤田結子
明治大学 商学部 教授

フェミニスト政治学者の岡野八代は「公私二元
論が想定してきた自律的主体こそが、人は傷つ
き他者に依存して生きてきたという事実や、私
たちが依存する存在にケアを与えて生きてきた
という事実を隠蔽してきた」という。この世界
史の「人間」とは誰のことを指すのか問いたく
なった。

松浦健二
京都大学 農学研究科 教授

「人間が調和した動物として生存し続ける」と
いう帰結は、ヘーゲルの世界史観、もしくは『精
神現象学』から導き出されるのか？ 二項対立
の止揚をベースとした世界観からどのようにこ
こに辿り着くのか詳しい説明が欲しい。私には
むしろ梵我一如の世界観の方が近いように思え
た。
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問⑤

歴史と研究の共通点

縦横無尽の論展開が面白い。暴力や金による「支配の歴史」を軸として、産業、
経済、国際、哲学を総体して歴史を語るその大胆な手口は、読み手に妙な
凄さを味わわせてくれる。人間の社会的行動は「称讃への欲望」以外の動
機を持たないとさえ主張したジョン・ミルトンを思い出しつつ、坂出の言う
「暴力」や「支配」もまた然りで、なるほど、歴史とはすなわち「人間」の
歴史なのだ。

ウォルター・シャイデルは、その著書『暴力と不平等の人類史』にて、大
戦争や大革命によって社会の構造や規範が破壊されたときにのみ、貧富の
二極化は大幅に改善されると言った。それに従うなら、歴史とはなんと悲し
いことか。中庸という言葉は、東洋哲学と西洋哲学の両方にあるが、それ
は皮肉でしかないのか。

坂出はまた今日的な研究の在り方にも問いを発する、畏縮しすぎてはいない
かと。確かに、「正しい」という言葉で人間が意識に浮かべる意味あい以上
に完全な「正しい」は絶対にないのだから、リアルワールドでの「正しさ」
の追求はどこまでいっても「正しいらしい」といった確度の問題である。す
べてが仮説で、すべてがいったん括弧にいれた事象なわけで、これまた歴
史と同じく、研究というものが悲しく思えてくる。

だがしかし、と坂出は続ける。勇気をもって研究の生身の魅力を伝えよ、
と。この言葉は二つの意味で思った以上に重い。一に、現状のアカデミア
において生身の魅力を伝える場はあっても（例えば書籍や新聞記事、イン
タビューなど）、それは論文のようにフィードバックを得たり、意見交換に
よって研鑽されにくいこと。内容が磨かれなければ研究の生身の魅力に切
迫した力が宿らず、世に響くことは難しいであろう。二に、（元も子もないが）
そもそも研究者自身がその魅力をほんとうに知っているのか、持っているの
かということ。いやはや、坂出の言はなかなか鋭い。

文・『といとうとい』編集委員


