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理由説を退け，金融的 ナ シ ョ ナ リス トの 台頭 と結 び付 け

た政策的利害 に よ る 説明を第6 章で試み て い る，統
一

党

の 内部分裂を伴 っ た総選挙とい う高度 に 錯綜 した 政治の

分析 に ， 経 済 的利 害 をス トレ
ートな形 で 動員す る 手法が

取られ て お り，多少の 違和感を覚 えた．

　 む しろ，シ テ ィ は 「バ ル フ ォ ア が提示 した 統
一

党 の 政

府 公 式政 策が 含 意 す る 『自由貿易』政策を選択 し た」

〔210 頁｝ とす る議論 の 方が説得力 を持 っ て い る．そ こ

に こ そ 自由貿易を目指す報復政策 とい う，党 内 分 裂 に 際

した 「政 治的避難所」と して の 党首バ ル フ ォ ア の 政策的

意義 が あ っ た と評者 に は考え られ る．シテ ィ の 関税改革

論 へ の コ ミ ッ トは
， 自由党 政 府 に よ る 直接税課税政策が

現実化 し
， そ の 代替的 な財政 政 策と して 関税改革 が 位置

づ けられ る とい う文脈 の 中で捉える方が 妥当 で は な い だ

ろ うか．

　第 四 に
， 関税改革の 「経済的側面」 と 「政治的側面」

を巡 っ て，多角的貿易シス テ ム の 形成 ・確立 は 関税改革

を準備 し，そ の 本格的発展が 運動を挫折 させ た とする 本

書の 主 張 は
， イギ リ ス 帝国の 構造を世界市場視点 から捉

え，帝国統合運動の 「経済的側 面」 を 総括す る解釈 と し

て 魅 力的 で あ り，基本的に 異論 は な い ．但 し，著者 自ら

語 る よ うに，多角的 シ ス テ ム は イギ リス 「国民経済」 の

世界経済へ の 「融解」をもたら し，そ の 本格的発展が本

国の シ テ ィ 金 融界 に 「経済 的 ナ シ ョ ナ リズ ム を 培養す

る」反作用をもた ら し たの である．

　翻 っ て 考えて み る と，多角的貿易シス テ ム は，諸国家

の 独 自な経済発展 とそ の 貿易政策の 総 体 と して 形成 され

た世界市場 に 他 な らず，と りわ けイギリス に よる 自由貿

易政策 の 維持 こ そ が シ ス テ ム の 形成
・
発展 に 不可欠 で

あ っ た．とす れ ば，多角的 シス テ ム が 関税改革運動の 帰

趨 に 与 え た 規定性 の み を強調す る こ とは，あ る種 の 循環

論的解釈ある い は 歴史的後知恵論に 陥 ら ない と も限 らな

い ．

　しか も， 本 国 イ ギ リ ス に 限 っ て 言えば，関税改革構想

には帝国や貿易の みな らず，社会改革，財政政策，政党

支持基盤 な ど実に 多様 な問 題 解決 が 託 さ れ た こ と に 留意

した い ．関税改革を巡 る政 策決定 が，そ れ ら諸問題 の 政

策争点 に応 じた判断 や思 い 入 れ ，政 治的
・
党派的 な計算

な ど，世界市場を巡 る ビ ジネ ス 世界の 判断 に 還元 し得 な

い 重層的な諸要因によ っ て左右 された こ とは看過 で きな

い ．関税改革運動が担 っ た多 くの 政策課題相互 間の 関係

と そ の 争点変化，関税改革を巡 る イ デ オ ロ ギ ー
的な 対立

な ど，関税改革 の 「政治的側 面」さらに は 「社会的側面」

に 関す る検討が要請 され る 所以 と言 え よ う．

　本書 は イ ギ リ ス 関税改革運動 を 「統 合 的 帝国主 義」 の

系譜 に 位置づ け ，関税改革の 「帝国的」 ・「経済的」側

面 に視点を据 えて周到 な 「政 策構想」分析 を行 い ，転型

期 の イ ギ リス 資本主 義像 を ヴ ィ ヴ ィ ッ ドに描 き出 した．

「多面体的」な性格 をもつ とい われ る イギ リス 関税改革

運動 が，それ に 相応 しい 多元的な考察を必要 と して い る

こ とは，本書の 随所 で 示 唆さ れ て い る。もち ろ ん ，そ れ

は こ こ に描かれ たイ ギ リス資本 主 義像 を踏 まえて ，後進

世代 が 担うべ き課題 で あ る，

　　　　　　　　〔九 州大学出版会 ・　1999 年 ・419頁〕

　　　　　　　　　　　　　　1関内　隆 ・東北大学）

権上康男　著

『フ ラ ン ス 資本主義 と中央銀行

　　　　　　　一フ ラ ン ス銀行近代化の 歴 史
一』

　Ll985 年 に労作 『フ ラ ン ス 帝国主義 と ア ジ ア 』（東

京大学出 版 会）を公刊 され た権上康男氏 は，1987 年 に

フ ラ ン ス 銀行の 内部資料へ の ア ク セ ス を 許 され た，同氏

は ，爾来，史料 の 特別閲覧許可制度を利用 して，内外 の

歴史家と して 初 め て ，1930年代以 降の フ ラ ン ス 銀行史

の 本格的な検討 を続けて きた．本書 は ，今 日ま で の 十 余

年に わた る研鑽 の 成果で ある．日本 入歴 史家が ヨ
ーロ ッ

パ の歴 史史料 を利用するこ と 自体は，もはや 珍し くもな

い が ，こ こ まで 徹底的に 史料を追 い 求 め，考察 を 重 ね る

の は，希有な事例 で あろ う，本 書 の刊行を慶 びた い ．

　2．本書 の 内容 は 広範 に わ た り，か つ ，きわ め て 精緻

に展開され て い るの で簡単に ま とめ きれ ない が，まず，

章立 て 編成 を確認 して お こ う．

序章　古典時代 の フ ラ ン ス 銀行

　第
一

部　大不 況 Fの 通貨 と銀行

第
…
章　世界恐慌と フ ラ ン ス の 通 貨政 策 （

・
九 三 〇 年

一

三 五年｝

第二 章　不 況
一
ドの 信用政策 （

一・
九三 〇 年一三 五 年）

第三 章　信用 国有化 と銀行の 「職業組織 化 」

第四章　入民戦線下 の フ ラ ン ス 銀行改革

　第二 部　銀行 ・信用改革の 実験 （
一

九三 六一四 四 年 ）

第五 章　不況下 の 信 用 政 策 （
一九 三 七一三 九年）

第六章　ヴ ィ シー政 権下 の 銀行改革

　第三 部　戦後銀行 ・信用改革 と復興
・
近代化 （

一
九 四

五
一

五 八 年）

第七章　戦後解放期にお ける銀行
・
信用改革
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書 評

第 八章　信用組織化 の 始動

第九章　戦後復興
・
近代化 と信用 政 策 〔

一
九四 六一五 八

年 ）

総括

　本書 の 主 題 は，「フ ラ ン ス を 対象に 選 び
， 戦後資本主

義を支えた 中央銀行を軸心 とする 高度 に組織化され た金

融 シ ス テ ム の 形成過程とそ の 機能の 実態に，歴史研究の

光 をあ て よ うとす る」 こ とに ある と，きわ め て 明快に 述

べ られ て い る．つ ま り，19世紀 的な 古典型資本主義か

ら 20 世紀 に お け る 戦後型 の 「組織化」 され た資本主義

へ の 移行過程が主題 で あ り，こ の 主題 に 対 して，著者

は，中央銀行史 と介入国家 とい う二 つ の 視角 か ら接近 を

試 み る ，なぜ
，

フ ラ ン ス か ．そ れ は，フ ラ ン ス で は 19

世紀的な 古典型 の 資本主義が精算 され る過程 で ，激 しい

社会的 ・イデ オ ロ ギー的対立が生 じたの で ，両大戦間期

の 同 国 は，「古 典 型か ら戦後型 へ の 資本主義経済社会 の

構造転換の 『実験場』と化 した」からで ある ．なぜ
， 中

央銀行 か．フ ラ ン ス で は改革構想があ い つ い で 提出 さ

れ ， 政権交替 の た び に 制度改革が実施 され て きたが，そ

の核心 に はい つ もフ ラ ン ス 銀行を中心 に する銀行 ・信用

制度が あ っ たか らで あ る．

　 著者が きわ め て 明快 に 本書 で の 問題意識 を披瀝 し，そ

の 論理的解決を試みて い る の で ，あえて 第三 者が 説明す

る ま で もな い が ，本 書 で の 議論 の 大筋 を確認 し て い こ

う．

《古典時代 の フ ラ ン ス 銀行》

　著者は ，まず序章に お い て，フ ラ ンス 銀行の古典的な

像 （特権階級に奉仕する硬直的 な信用 政策）を変更 し よ

うとす る．そ の 創設以来，フ ラ ン ス 銀行が割 り引 く こ と

が で きた 手形 は，3 名 署 名 ・90 日期 限 の 商業手 形 とい う

厳 しい 条件 が定款に よ っ て 課さ れ て きた た め に，「
一

般

の 商
・工 ・

農業者 か ら遊離 した，硬直的な信用政策 を特

徴 とする，営業基盤の 狭 い 寡頭的 な 発券銀行三再割引銀

行 とい う広 く受け入れ られ て い る フ ラ ン ス 銀行像」 が あ

るが，19世紀以来 フ ラ ン ス 銀行 に 対 して 投げかけ られ

て きたかか る批判 に 対 して
， 「直接顧客 の 高 い 比重，金

融手形 の 優位，中期信用へ の 傾斜 と い う割引業務 の 特

徴」を指摘す る こ と で ， むしろ ，
19世紀以来 フ ラ ン ス

銀行は 「きわめ て 柔軟な信用政策を展開する，商 ・工 ・

農業者 に た い す る信 用 散布機関」 で あ っ た と して い る，

こ の 序章で，「イ ン フ レーシ ョ ン
， とくに 銀行券増発 に

よ る イ ン フ レ
ーシ ョ ン を最大 の 悪 ときめ つ け，商業手形

の 割引請求の か た ち をと る信 用 需 要 に た い して の み 通貨

を発行すべ きだ」 とい う 「フ ラ ン ス を支配 して い た伝統

的信用思 想」が 指摘 さ れ て い る．この 伝 統 的 思 想 か らの

転換 こ そ，20世紀 中葉 の フ ラ ン ス 銀行 の ，そ し て，フ

ラ ン ス の 信用制度 の 転換 に ほか な らな い か らである．

《金本位制 の 堅持 と そ の 挫折》

　第
・
章以降 で は，か か る 「柔軟 な信 用政 策を展開す

る 」 フ ラ ン ス 銀行 が 1930 年 代 に 直 面 し た大問題，すな

わ ち，金本位制 の 終焉に い か に対処 した かが検討され

る．フ ラ ン ス の 通貨当局 は 1931年 の 国 際通 貨危機に 際

して 自動金 本位 制 の 堅持 と公 開市 場 操 作 の 忌 避 と い う政

策を と っ たが ，
フ ラ ン ス の 世論 もこ れ を

一
致して支持 し

た．しか し，1933年 まで に 主要国が相次い で 金本位制

か ら離脱す る と
，

フ ラ ン ス か ら大量 の 金 が 流 出 し，もは

や従来か らの 自動金本位制 は 維持 で きな い こ とが 明 らか

とな っ た．こ の 間，フ ラ ン ス 銀行 は 直接顧客 を 開拓す る

こ と で 収益確保を 目指 し て い た が，大恐慌 の 影響下 ，

1935年に は直接顧客の業務が悪化 し， 民間銀行 と の 競

争とい う従来か ら の 営業政策を転換 して ，協調路線 を採

用 した ．

《コ ル ポ ラ テ ィ．ス ム と高級官僚の 支配》

　古典 型 の フ ラ ン ス 銀行 が 改組 され る過程 で ，1930年

代半 ば に い くつ か の プ ラ ン が 提出され
，

そ の 後 に 大 き な

影響 を 与え た．左翼か ら提 出 され たプラ ン の 基底 に は コ

ル ポ ラ テ ィ ス ム があ っ た．1945 年改革 に お い て は，信

用 の 指揮と管理 の た め の 機構 が 構築 され，そ の 要 に は 国

民信用評議会があ っ た ，こ の 評議会 は ， 各種の 職業団体

・準公的金融諸機関
・
国家 の そ れ ぞ れ代表 38名か らな

る コ ル ポ ラ テ ィ ス ム 型 の 国家機関で，金融政 策 の
一
般 的

な枠組みを決定す る．しか し，こ の 評議会で は
， 職業団

体 の 代表 た ちは一
般 に 「もの い わ ぬ 監視人」に とど ま っ

て い て ，
つ ねに 議論を主導 して い た の は，フ ラ ン ス 銀行

総裁 ・大蔵省国庫局長
・
準公的機関の 長 た ちな ど高級官

僚で あ っ た．結局，コ ル ポ ラ テ ィ ス ム 型 の 組織 で は，職

業団体 の 代表た ちに よ る 激 しい 利害 の 調整 の 場 とい うよ

りは，実務 に通暁 し，調整能力 に長け，しかも 「
一
般利

益」「共同利益」の 代表をもっ て 任 じる 国家官僚が主導

権を握 っ て い た．

《戦後改革 と高度成長》

　 国家官僚主導の 経済運営 は 戦後 の 高度成長促進 に大 き

な役割 を果 た した が，しか し， 利害調整方式の コ ル ポ ラ

テ ィ ス ム型であっ たか らイ ン フ レ に対 して効果的 な対策

を とれ な か っ た．ま た，イ ン フ レ の 結果，国内産業の脆

弱性を温存す る こ とに な っ た．

　3，本書 で は ，古典型 の フ ラ ン ス 銀行 か ら今 日 的 な 中

央銀行 へ の 転換過程 が ，19 世 紀末か ら 20 世紀 半 ば ま
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で，大上 段 に 大 きな シ ェ
ー

マ をか ざすの で な く，しか し

だ か ら と い っ て ，理 論的検討 を怠 る の で もなく， 各種 の

史料 に 即 して ， 生 き生 きと描写 され て い る．フ ラ ン ス と

い う金本位制 に最 も固執 した 国が い か に して 管理 通 貨制

度に移行し た の かを，十全 に 描 ききっ て い る とい え よ

う．

　 さ らに，本書 は た ん に フ ラ ン ス 銀行 の 歴 史 上 の 史実 の

み な らず，国家
・
社会の 枠組み を具体的に い か に理 解す

る か と い う面で 豊かな材料を提供 して い る．例えば，権

上 氏は，戦後 に おける コ ス トプ ッ シ．Z ・イ ン フ レ の 原因

の
一つ と して ， フ ラ ン ス にお け る労働賃金 の 過度 の 上昇

（そ れ は，コ ル ポ ラ テ ィ ス ム に 起因す る 〉 を 挙 げ，「レ

ギ ュ ラ シ オ ン 理 論」 に 言 及 し て い る （370 頁），本 書 を

読 む と
， 193  年代以降の フ ラ ン ス 銀行改革 で 徐 々 に形

成 さ れ て い く最高決定機関の あ り方 は，諸階級 の 利害を

「調整」 す る 場 と して 構想 さ れ た と い う点 で ，絵 に描 い

た よ うな レギ ュ ラ シ オ ン （調整様式）の 図式 で あ る．ま

た，そ れ は，「レ ギ ュ ラ シ オ ン 理 論」が きわめ て フ ラ ン

ス 的な 土壌 に よ っ て 育 まれ て い る こ とを 明か に して い る

と評者 に は思われ る．フ ラ ン ス で は ど こ よ りも階級間の

対立が先鋭化す る ために，「調整」が行わ れ る の で あり，

その 「レ ギ ュ ラ シ オ ン 」 （階 級間の 対 立 の 調整）も結局

は 国家高級官僚 か ら な る専門家集団に よ る主導体制 に帰

着 した．こ の こ と を，本書 で は個別的な 事例 と して 具 体

的に 語 っ て い る の で あ り，権上 氏は 同 「理論」 を 明示 的

に批判 して い る わけで は な い ．しか し，本書を読む と，

評者 に は ，「レ ギ ュ ラ シ オ ン 理論」 と い う社会理解 の あ

り方 が，きわ め て 特殊 フ ラ ン ス 的 な もの を一
般化 して い

る こ と を示唆 して い る ように思 えて な ら ない ．

　最後に ，本書 で は い さ さか傍流 の テ
ーマ と は な るが ，

評者に は リス ク セ ン タ ーの 設 立 の 経 緯 （340 頁以 下）が

と りわ け興味深 く思 わ れ た．日仏 で銀行 を ま わ っ て 聞 き

取 り調査をす る と，日本 とは 異な り，フ ラ ン ．ス で は各顧

客 ご と の 融資 の 実態報告が 各銀行 か らフ ラ ン ス 銀行 に 対

して なされ ， 同行 は そ の 融資額を全 国的規模 で顧客 ご と

に集計 して管理 して い る，各銀行は，個 々 の 融資案件 の

検討 に 際 して ，
一

定 の 範囲内で こ の 情報 に ア ク セ ス で き

る の で ， 各銀行は特定の 顧客が い かなる借 り入れ状況 に

あ る か を，ほ ぼ 正確に把 握 で き る ．もちろ ん フ ラ ン ス 銀

行 は好 ま し くな い と判断す る 融資に 対 して は 規制 を行 っ

て い た の で あ り，同行 に よ る信用散布の 管理 が い か に徹

底的 で あ っ た の かを よ く理 解 させ て くれ る．史料 か ら リ

ス ク セ ン タ
ー

の 特異性 とい う問題を見逃 さずに，的確 に

抽出 した 著者 の ，歴史家 と して の 並 々 な らぬ 力量を 感 じ

た．

〔東 京 大 学 出版会 ，
1999 年， xvi ＋ 475 頁 ＋ 27 頁〕

　　　　　　　　　　 （中Il「洋一
郎

・
中央大学）

藤原 隆男　著

『近代 日本酒造業史』

　 本書 は ，著者の 長年 に わ た る 近代酒造業研 究 の集大成

で あ り，序論，補論，結論 と全 4 章か ら構成 され る全 453

頁 の 大 著 で あ る．そ の 内容は ，明治初年 か ら大正期 まで

の 近代 日本酒造業の 展開過程 の実証的分析 を試み た もの

で ある．酒造業 が 酒造税 を媒介 として 日本資本主 義 の 確

立 ・
発展の

一
助 とな っ た こ とか ら，近代酒造業を 「わが

国の 資本主義の 発展の 諸段階 とそ の 再 生 産構造 に 明確 に

位置 づ け」 （序論） る こ とが，近代酒造業史研 究の 意義

と して 著者 の 問題意識の 根底 に あ る，

　 序論 で は，本書 の 課題 と方法 の 提示，研 究対象 の 類

型 ，時期区分が行 わ れ て い る．酒造業の 発展段階を，台

頭期，成 立 期 ， 確立期 ， 再 編期の 4 つ に 時期区分 し， 政

策，技術，経営 の 3点を分析指標と して あげて い る．ま

た，対象 と なる近代酒造業を 「地 主 兼営副業型酒造業」

と 「専業 （企 業）型酒造業」 に類型分 けして い る．前者

は 東北 をは じめ全 国 の 生産力の 低 い 酒造後進地帯 に 存在

す る地 主 的土 地所有 と結合 した 酒 造業 の 形態 で あ り，後

者 は 灘地 方 を 中心 と した す ぐれ た 醸造技術 をもつ 酒造先

進地帯 に存在す る専業的企業的経営を行 う酒造業の 形態

で あ る．明治 30 年代に 典型 的 に み ら れ た こ の 酒 造 業の

経営形 態 の 2 つ の系譜 の 分析 は，現代酒造業の研究にお

い て も重要な問題視角で あ る とい え よ う．

　第 1 章 は近代酒造業の 台頭期に つ い て の 分析 で あ る ，

まず 第 1 節 で は 近代 日本 酒造業の 変化の 背景 に ある洋酒

産業の 展開が 述べ られ て い る，開国に よ る洋酒 の 輸入増

加と洋酒産業移植 の 推進 に よ っ て ，日本酒 は 身体 に 有毒

で あ る とす る 日本 酒排斥論や麦酒や ワ イ ン の よ うに工業

と結合 した 農作物を栽培す べ きとい う食料
・
農業 の 改良

論 ま で が 強 く論 じられ た．第2 節 で は 外国人 に よ る 醸造

技術 の 移植 に つ い て，コ ル シ ェ ル トの 麦酒醸造技術指導

の 経緯 と 日本酒 の 酒造改良へ の提言が 述べ られ て い る．

第 3節 で は，地租 と並 び 租税収入 の 柱 と して の 酒税 の 税

源確保 の ため に必 要 と な っ た 酒造検査制度の成立 の 過 程

（明治 10年代 ） が整 理 さ れ て い る ．江戸 時代か ら秘伝と

して 伝承され て きた 全国 の 醸造方法が 強制 的 に公 開 され

た 点が こ の 酒造検査制度 の 成立 の 大きな意義 で あ っ た．
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