
第１節 はじめに：問題の所在��年代以降, エレクトロニクス産業を中心とする生産システムにおいて, 工場内分業および
社会的分業の二つの面で, 新たな展開が見られた｡ ひとつは, 日本を中心としたセル生産方式

の急速な普及であり, いまひとつは, アメリカを中心とする���(���������������������������������) 企業の急成長である｡ 前者のセル生産方式は, 日本における海外展開を契機と
して現れてきた工場内における分業構造の変革であり, 従来のコンベヤ・ラインによる生産を

解体し, 極力分業を少なくした多品種少量生産を志向する生産方式である｡ これに対して, 後

者は, 社会的分業の変化であり, エレクトロニクス・メーカーが自社のコアコンピタンスとも

いえる製造機能を切り離して, アウトソーシングする一方, これらの機能を一手に担い, 大規

模に製造機能を集中する業態として���企業が成長してきており, アメリカ・エレクトロニ
クス産業を復活させた新たな事業形態として注目を集めている｡ このようにみると, これらの

二つの新たな生産システムにおける動向は, 工場内分業と社会的分業という次元を異にすると

はいえ, 同時期に, 統合志向と分業志向, また少量生産志向と大規模生産志向という対照的な

発展の方向性を持った変化が生じていると捉えることもできる｡ しかしながらこれらの二つの

新たな動向は, 大量生産体制との関連でみるとき, いずれもその動揺をもたらす現象として捉

えられる傾向がある｡

セル生産方式に関しては, 筆者は, 日本のエレクトロニクス産業における国際化とそれに伴

う経済状況, 競争条件の変容の中で, 従来の, フォードシステム, 流れ作業組織, コンベア生

産, トヨタ生産方式におけるＵ字型ラインや���との比較をしながら, その特徴と位置づけ
をおこなった１)｡ その後, セル生産方式は普及し, 日本におけるエレクトロニクス産業におい

��

１) セル生産方式については, 拙稿 ｢日本企業の国際化と生産システムの変容 (上・中・下)―電気・

電子産業の海外進出とセル生産方式―｣ 『立教経済学研究』 第��巻第１号・第２号�第��巻第１号,����年７月・��月�����年７月, 同 ｢セル生産方式における労働の変容｣ 丸山恵也・高森敏次編 『現

代日本の職場労働―超過密労働の実態と仕組み』 新日本出版社, ����年を参照｡
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ては多く見られるようになり, 一般化したようにも思われる｡ 研究面においては, セル生産方

式の具体的なケースが蓄積され, また人事制度, 労働実態, 雇用・労使関係, 市場条件など,

多様な観点からの成果も出て, セル生産方式それ自体の諸側面に対する理解が深められてきて

いる２)｡ このような中で, 大量生産方式の象徴ともいえるコンベアラインが役目を終え, 大量

生産・大量販売が幕を閉じ, セル生産方式を ｢次世代生産システム｣ などと評価したり, また

フォードシステムに典型的に見られるような単純労働をもたらす分業を廃して, 労働の多機能

化や統合化によって, 多様化と人間復興を掲げた新しいシステムとする見方がある３)｡

他方, ���に関しては, 筆者は, 激しい差別化競争と価格競争によって, 製造機能におけ
る投資収益力が低下する中で, エレクトロニクス・メーカーがそれをアウトソーシングする一

方, 多数のエレクトロニクス・メーカーから製造を受託することで規模と範囲の経済性を活用

した���企業の発展がもたらされたことを明らかにした４)｡ これまでに, ���に関しては,
その実態の紹介を中心として, 文献も見られるようになってきているが, 今なお理論的な研究,

とりわけ生産システムとの関連での研究は少ない５)｡ そして, 近年, ���にも言及しながら,
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２) これらの研究については, たとえば, 白井邦彦 ｢生産システムの今日的展開と人材活用｣ 『商学論

集』 第��巻第４号, ����年３月, 信夫千佳子 ｢セル生産システムの構想について｣ 『関西大学商学論

集』 第��巻第５号, ����年��月, 都留康編著 『生産システムの革新と進化―日本企業におけるセル生
産方式の浸透』 日本評論社, ����年, 鈴木良始 ｢セル生産方式の普及と市場条件｣ 『同志社商学』 第��巻第４号, ����年２月, 那須野公人 ｢生産システムと人間労働―効率性と人間性の調和―｣ 丸山恵
也編著 『批判経営学―学生・市民と働く人のために―』 新日本出版社, ����年などを参照｡ これらの
研究によって, セル生産方式それ自体の諸側面・特徴が明らかにされてきている｡ とはいえ, なお��
世紀初頭に広がりを見せた大量生産体制とのかかわりで, 国際的かつ社会的な空間的広がり, 歴史的

な文脈において生じている変化との関連でみたときに, セル生産方式がどのように位置づけられ, ま

たどのような意味を持っているのか, という点については, いまなお十分に明らかにされていない｡

この点は, 先にあげた拙稿においても同じであり, 今後, 別稿を期したい｡

３) 山川龍雄・伊藤暢人 ｢元気の良い工場―人を生かしてメーカー復活｣ 『日経ビジネス』 ����年��月
４日, ��頁, 倉持茂 ｢多品種少量生産と次世代生産システム｣ 『商学論纂』 (中央大学) 第��巻第５号,����年３月, ���‒���頁, および信夫千佳子 『ポスト・リーン生産システムの探究―不確定性への企

業適応』 文眞堂, ����年を参照｡
４) この点に関しては, 拙稿 ｢現代生産システムの一考察―��� (��������������������������������) の成長とそのメカニズム―｣ 『創価経営論集』 (創価大学) 第��巻第１号, ���‒���頁, ����年��月参照｡
５) ���に関しては, 稲垣公夫 『���戦略―企業価値を高める製造アウトソーシング』 ダイヤモン
ド社, ����年, 原田保 『���ビジネス革命―グローバル製造企業への戦略シナリオ』 日科技連,����年, 藤坂浩司 『���がメーカーを変える！』 日本実業出版社, ����年, 野口恒 『モノづくりニ

ッポンの再生③ 空洞化に勝つ！日本でのモノづくりにこだわる―���工場をいかに活用するか？』
日刊工業新聞社, ����年, 『動き出せ！日本―���から学ぶ真のグローバル企業になるためのヒン
ト』 文芸社, ����年などを参照｡ これらの文献においては, なお実態の紹介といった点に重きがおか
れている｡ このほかに, デジタル機器産業の生産において価値獲得がいかになされているのかという

観点から���を検討した伊藤宗彦 『製品戦略マネジメントの構築―デジタル機器企業の競争戦略』



製造機能をアウトソーシングしたエレクトロニクス・メーカーをも含めて, エレクトロニクス

産業全体における垂直統合の脱統合化, 分業化の動向を新しい傾向としてとらえる研究が見ら

れるようになってきている６)｡ このような中で, ���そのものに対して言及しているわけで
はないが, この新しい産業構造における特徴を ｢水平分業化｣ への傾向ととらえたうえで, こ

れを垂直統合による規模の経済や範囲の経済の失効ととらえて, 規模の経済の時代の終わり,

いわば大量生産体制からの転換が主張されている７)｡ またこのような垂直統合が脱統合化して

いき, 規模の経済性や範囲の経済性が失効して, 大企業が小規模化していくという同一の構図

をとった議論は, 近年の情報通信技術による組織・経済に与える影響を分析する際に, ｢ネッ

トワークの経済性｣ ないしは ｢連結の経済性｣ と ｢規模の経済性｣ ｢範囲の経済性｣ とを対立

的にとらえる議論の中にも見られる８)｡

このようにセル生産方式と���とは, 次元を異にし, 対照的な生産形態ではあるが, 大量
生産とのかかわりで見れば, 両者ともそれを否定し, あるいは何らかの変更を迫っている生産

システムとみなされていることがわかる｡ その意味では, この二つの生産システムを関連させ

ながら検討することで, 大量生産体制の歴史にあって, 生産システムの現代的な位置とその意
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有斐閣, ����年, 第８章がある｡ 理論的研究に関しては, 今なお少ないが, 主なものとして以下の文
献を参照｡ ������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������・・������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������‒��������������������
６) たとえば, 安藤晴彦・本橋一之 『日本経済競争力の構想：スピード時代に挑むモジュール化戦略』

日本経済新聞社, ����年, 安室憲一 『徹底検証 中国企業の競争力』 日本経済新聞社, ����年,����������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������(楡井浩一訳 『ＭＩＴチームの調査研究によるグローバル企業の成功戦

略』 草思社, ����年), �������������������������などを参照｡ これらの文献においては, 製
品のモジュール化という技術変化を背景として, エレクトロニクス産業のみならず, アパレル産業,

自動車産業なども含めて, 垂直統合型であった産業構造が分業化していき, そしてそれが, ��年代に
おける企業の競争優位の転換と関連付けて論じられている｡

７) たとえば, 池田信夫 『情報通信革命と日本企業』 ���出版, ����年, 第８章参照｡ このような動
向を ｢水平分業｣ 化ととらえて考える研究として, デジタルカメラや携帯電話などのデジタル家電を

基礎とした伊藤宗彦, 前掲書参照｡

８) たとえば國領二郎 『オープン・ネットワーク経営』 日本経済新聞社, ����年, ��～��頁および���
～���頁, および篠崎彰彦 『情報革命の構図―日米経済に何が起こっているか―』 東洋経済新報社,����年, ��～��頁参照｡ この議論に関しては, 拙稿 ｢企業における情報化の現状と生産システム｣ 労
務理論学会誌編集委員会編 『労務理論学会誌第��号 ��革命と経営労務』 晃洋書房, ����年, ��‒��
頁参照｡ なお, 篠崎氏の新著 (篠崎彰彦 『情報技術の技術革新の経済効果―日米経済の明暗と逆転』

日本評論社, ����年) では, 規模の経済性の対概念としてネットワーク効果を, 範囲の経済性の対概
念として連結の経済性をそれぞれ位置づけ, ネットワーク効果と連結の経済性をあわせてネットワー

クの経済性として再構成している｡



味を, また両者の持つ共通した側面と相対立する側面を内包する生産システムの総体を解明す

ることができるものと考える｡

ところで, このような視点から現代の生産システムを具体的に分析するにあたって, パーソ

ナルコンピュータ (��) 産業を対象として研究することが適当であると考える｡ というのは,
第一に, ��産業は���の活用においても, またセル生産方式の導入においても, 積極的な
産業であるからである｡ ���については, それが受託製造業者 (��������������������)
と呼ばれていた��年代から積極的に活用しながら成長を続けてきた産業である｡ また���に
とっても, ��産業からのアウトソーシングを受けて, ��年代の形成期にあってその企業基盤
を構築し, さらに��年代においては急速な事業の拡張と国際化を実現してきた｡ セル生産方式
についても, ��年代の半ばまでには, アメリカのコンパック・コンピュータや日本の���と
いった��メーカーで導入されるようになっており, その後も��年代後半にかけて, とりわけ
日本の��メーカーの間で, 最終組立工程にセル生産方式が導入されてきているのである９)｡

第二に, ��産業は, 今日の産業構造の転換, 生産システムの変化を明らかにするために,
歴史的な面からも, また今日的な意味においても重要な産業として位置づけられるからである｡

上述したように, 近年, エレクトロニクス産業における垂直統合の脱統合化の動向が新しい傾

向として注目されているが, その典型的な例として挙げられるのが, ��産業である｡ たとえ
ば��年代中ばには, すでにインテルの����グローブが, その著書の中で, メインフレーム
やミニコンピュータを例とする旧来型の垂直型コンピュータ産業から, ��産業を例とする新
たな水平型コンピュータ産業への構造転換に言及している��)｡ それは, その後, 多くの論者に
より引用され, ��産業をひとつの典型例に, ��年代における産業構造の垂直型から水平型へ
の変化の説明に援用されている��)｡ また��産業は, すでに��年代半ばより発展・成長を続け
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９) ���の形成・発展の過程については, 主に���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‒���������������������������������������������������������������‒����������������������������������‒ ���������������������������������������������������������������������������������‒���(大前研一訳 『現代の二都物語』 講談
社, ���‒���頁) などを参照｡ また��生産へのセル生産方式の導入については, 埴岡健一 ｢コンパ

ック・コンピューター 『セル方式』 で多品種対応 トヨタを超える効率生産｣ 『日経ビジネス』 ����
年��月��日・��日号, ��‒��頁, 篠原司 ｢コンベア撤去の衝撃走る 一人完結の 『セル生産』｣ 『日経

メカニカル』 ����年７月��日, ��‒��頁, 岩淵明男 『コンパックの奇跡 高品質・低価格を実現した

脅威の経営・生産革命』 オーエス出版社, ����年, ��‒��頁, ���‒���頁, 後藤康浩 『勝つ工場』 日本
経済新聞社, ����年, ���‒���頁などを参照｡��) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‒���(佐々木かをり訳 『インテ

ル戦略転換』 七賢出版, ����年, ��‒��頁｡)��) たとえば, ������������は, このような水平型の産業構造を新しいアメリカ型産業組織モデル



てきた産業であり, いわゆる ｢水平型｣ 産業の先駆けともいえる産業である｡ それゆえ, ��
産業の形成・発展を跡付けることにより, この ｢水平型｣ 産業構造の形成・発展の歴史的なプ

ロセスをも含めて解明することが出来るものと推測できる｡

このような ｢水平型｣ への変化とは対照的に, 近年, 日本において特に, ��を含むデジタ
ル家電の生産に関して, いわゆる ｢製造業の国内回帰｣ と関連して ｢垂直型｣ 生産への回帰が

新たな動向として言及されるようになってきている｡ とりわけ��年代に入り, 日本ではエレク
トロニクス機器メーカーの工場の海外移転, あるいは海外企業への委託生産が加速したのに対

して, 現在, 一部の部品や製品について, 日本国内での生産を拡大させるようになり, 製造業

の国内回帰として注目されるようになっている��)｡ このような新たな動向は��産業において
も見られる｡ すなわち, ��年代半ば以降, 海外生産や台湾メーカーなどへの���調達を増や
した日本の��メーカーが, 近年, その生産を国内で行うケースが見られるようになってきた
のである｡ 以前から特定のノートパソコンを国内で一貫生産する��メーカーもあったが, 海
外展開してきた��メーカーの中で, 近年, 部分的ではあるが, 部品も一部国内で生産するい
わば ｢垂直型｣ の組立を行い, しかもそこではセル生産方式を導入しながら, 海外での生産を

縮小し, 国内への生産に切り替えるメーカーも出てきた��)｡ このように��産業を分析するこ
とによって, 産業構造に対する新たな動向をも射程に置いた研究が可能となり, 生産システム

をめぐる今日的な課題に対しても一定の意義を持つものと考える｡

以上の理由から, 現代の生産システムを研究するに当たって, ��産業を対象とすることと
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(��� �������������������������������������) と呼び, ��産業をひとつの例として���
の研究を行っている｡ (�����������������������������������������������������参照｡) ま
た��������らは, 新たな生産方式を ｢レゴ｣ 生産モデル (��������������������������) と呼
び, そのひとつの例として��に言及している｡ (�������������������������������‒��(前掲邦
訳, ���‒���頁) 参照｡) そのほかにも注６の文献など, 多くの文献で��産業が例に挙げられている｡��) 『ものづくり白書 〈����年版〉 製造基盤白書：攻めに転ずる我が国製造業の新たな挑戦と製造基盤
の強化』 ぎょうせい, ����年, ���‒���頁, 吉田康彦 ｢『ものづくり白書』 国内生産を追及するそれぞ
れのメリット｣ 『エコノミスト』 ����年１月��日号, および����年８月��日付の日本経済新聞参照｡
なお, 製造業の国内回帰という場合, 海外拠点による生産から国内生産への転換を想起させる用語で

あるが, いうまでもなく生産拠点の海外展開が弱まったわけではない｡ 確かに一部には海外からの国

内への生産の移転も見られるが, これまで停滞していた国内への投資の拡大という面が実態であると

いえよう｡ この点に関しては, 百嶋徹 ｢製造業の 『国内回帰』 現象の裏にあるもの―無差別な国内回

帰ではなく立地最適化の結果―｣ 『ニッセイ基礎研������』 ����年��月号参照｡��) 日本メーカの��の海外生産や���調達については, 近藤信一 ｢電機業界におけるサプライチェ

ーン―��事業を中心に｣ 地球産業文化研究所 『東アジア地域のサプライチェーン構築に向けた官民

の役割』 ����年３月, ��‒��頁, および����年６月��日付日本経済新聞などを, また国内生産への回
帰については, ����年９月��日付日刊工業新聞, ����年４月��日付日本経済新聞, ����年６月８日付
日刊工業新聞などをそれぞれ参照｡ なお以前より一貫生産を行っている事例としては, 後藤康浩, 前

掲書, ���‒���頁を参照｡



するが, 本稿においては, このテーマの解明の第一歩として, ��という製品の技術的特性に
焦点を当て, その機能, 構造, 技術的発展における特徴を明らかにすることを課題とするもの

である｡ そこで次節においては, まず本研究において対象となる��の定義を示しておくこと
とする｡

第２節 PCの定義とその誕生

最初のパーソナル・コンピュータとされているのは, 一般に, ����社が, ����年１月に発
表した ｢アルテア����｣ という機械である｡ これは, コンピュータの中枢機能である���
(中央処理装置) としてインテル社のインテル����という８ビットマイクロプロセッサを用い
た機械であった��)｡ このアルテアは, インテル�������に加えて, 記憶装置として, わずか
に���バイトのメモリーを備えていただけであったが, データの伝送回路 (バス) を備えた拡

張スロットも装備されていた｡ �‒���バスと後に呼ばれて標準規格にもなったこのスロットに
は, 追加メモリー, 各種入出力機器などが接続できるようになっていて, アルテアの機能を拡

張することができた｡ しかし当初は周辺機器やプログラムはまだ付属していなかった｡ また,

アルテアは, 各種ロジック集積回路, コンデンサ, 抵抗器, 発光ダイオードといった電子部品,

トグルスイッチ, 金属ケース, 電源, ケーブルなどから構成され, ｢世界最初のミニコンピュ

ータ・キット｣ という振れ込みで, これらの部品を納めた組立キットとして通信販売され, 組

立済みの完成品も販売された��)｡ この機械がホビイスト向けの雑誌で紹介された直後から, 大
量の注文が殺到し, これを契機に, 様々な周辺産業が成長し, その後, ��は巨大な市場へと
発展していくこととなった｡

このアルテア����は, ��個のトグルスイッチと��個の発光ダイオードがそれぞれ上下二段で
並んでいる正面パネルを備え, ミニコンピュータを模倣したとも言われる外観をしていた｡ プ

ログラムは, ユーザー自らが����の命令セットで組み, 手動でスイッチを上下させて, 入れた
り切ったりすることで, 二進コードにより入力された｡ またその動作は, 発光ダイオードの点

滅パターンでのみ確認できるようになっていた��)｡ アルテア����をキットとして購入した場合
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��) アルテア����については, ��������������������������������������������‒ ����������������������������������������������‒��������������‒��(大田一雄訳 『パソコン革

命の英雄たち』 マグロウヒルブック, ����年, ��‒��頁), 富田倫生 『パソコン創世記』 ���ブリタ
ニカ, ����年, ��‒��頁, 佐野正博 ｢パーソナルコンピュータ市場形成期における���の技術戦略｣
『経営論集』 (明治大学) 第��巻第３号, ����年３月, ��‒��頁参照｡��) ����������������������������������������������������������������������������������������‒ �����������������������������������������������������������‒�����) 相田洋・大墻敦 『���スペシャル 新・電子立国第１巻 ソフトウェア帝国の誕生』 日本放送出

版協会, ����年, ���‒���頁｡ アルテアのデザインに関しては, ����社の ｢エド・ロバーツはお気



には, ユーザー自らがこれを組み立てた｡ こうしてアルテア����においては, 本体もプログラ
ムも自作して, これを動かすなどして楽しむというホビイストが, 主なユーザーであった｡��の定義を考える時, ディスプレイ, キーボード, プリンターといった入出力装置をはじ
め, ��や様々なアプリケーション・ソフトといった各種ソフトウェアがあらかじめ付属し,
また趣味や娯楽, 事務作業, 学習に加え, ��機能や通信端末としての機能をも併せ持つよう
になった今日の��から見ると, アルテア����は, 上述のように最小限の要件を満たすに過ぎ
ない不完全な製品であるように思われる��)｡ 逆に ｢パーソナルコンピュータ｣ という用語が定

着する以前の初期の頃には, ��も, 大型コンピュータやミニコンピュータに対して, マイク
ロコンピュータと呼ばれたり, ホビー用, 家庭用でホームコンピュータなどとも呼ばれていた｡

アルテア����も, 当初は, 上述のようにミニコンピュータ・キットと自らを銘打っていた｡ ま
た ｢パーソナルコンピュータ｣ ということばが定着し始めた��年代に入ってからのある��の
定義によれば, その一部に, 完成システムの価格が�����ドル未満, 主記憶装置の容量が����
以上, 二次的な記憶装置としてカセットテープやディスクとの接続といった条件が付されてい

る��)｡ 今日の価格低下と技術の進歩から見ればこの定義には時代的な制約があることは明らか
である｡ 技術面, 価格面, 応用面におけるこれまでの長足な��の進歩と変化を考慮すれば,��の発展を今後検討していくためには, アルテア����から今日の��に至るまでの様々な変
化をも射程に収めうるような��の概念について検討しておくことが必要であろう｡
そこでまず, ��の出荷統計などを作成している日本電子工業振興協会 (現在の電子情報技

術産業協会) における��の定義についてみておこう｡ そこでは��の定義として次の三点を
あげている｡

(１) 事務用・科学技術用・計測制御用・各種端末用・教育用および趣味用など多目的に利

用される小型の電子計算機であること｡

(２) マイクロプロセッサ・ベースで, ディスプレイ等の出力装置, キーボード等の入力装

パーソナルコンピュータの特徴と発展傾向 (上) ��

に入りのミニコンピュータ, データ・ゼネラルノヴァ２にならって, 外側のデザインに工夫を凝らし

た｣ とされる｡ (���������������������������������� ������������������������������������‒ ��������������������������������������������������������������‒��
(鈴木主税訳 『帝王の誕生―マイクロソフト最高責任者の軌跡』 三田出版会, ����年, ��頁｡))��) �����������������������������������������(前掲邦訳, ��頁｡)��) ���������������‒����������������������������������������������������������������‒�������������������������������������������������������������‒��この定義づけにおいては, 他に, 高級言語が操作できること, ユーザーがシステムと
対話的に操作できること, マスマーケティング・チャネルを通じて流通されること, 様々なアプリケ

ーションが利用できること, といった条件が付されている｡ ちなみに, この定義がなされたころから

ほぼ��年たった今日における��に標準装備されている主記憶装置の容量は多くが�����となって
いる｡ (���ジャパン集計による���データによると, ����年１月から６月の間に発売されたデス
クトップ・コンピュータ���機種のうち, ７割を超える���機種が�����を標準装備している｡)



置, および入出力インターフェースを基本構成とし, 必要に応じて補助記憶装置, その他

の周辺装置等を付加したものであること｡

(３) �����, �����, ������等の高級言語が使用でき, ユーザーが自力でプログラミ
ングできるものであること��)｡
この定義の (１) と (３) は, ��の機能を記述しており, ��は機能の多様性と高級言語

を用いたプログラミング機能を備えているものとして定義している｡ 特に (３) は汎用コンピ

ュータの性格をしめしており, 電卓などの計算に専用化した機械との区別が意図されていると

いえる｡ また (１) には ｢小型｣ であることが示されており, 大型のコンピュータとの区別が

意図されていると思われるが, 大小を区別する具体的な基準は示されていない｡ 次いで (２)

では, ��の構成要素と構造が記述されており, マイクロプロセッサおよび各種入出力装置・
周辺装置などから構成され, とりわけ��の核となる要素の���がマイクロプロセッサであ
ることが他のコンピュータと区別される条件となっているといえよう｡

また北米産業分類 (�����������������������������������������������) では,��は, ワークステーション, ポータブルコンピュータとともに, ｢周辺装置を装備できるマ
イクロプロセッサー・ベースの単一ユーザ用コンピュータ｣ のなかの一つとして分類されてい

る｡ この単一ユーザ用コンピュータは, 単一ユーザからの命令を実行するために設計されたシ

ステムに限定され, 複数のユーザからの命令を同時に実行できるように設計された ｢ホスト・

システム｣ と区別された分類となっている｡ またこのシステムでは, ユーザは, 高級言語でプ

ログラム可能であり, アプリケーションも独立して立ち上げたり, 操作したりできる｡ なお,

消費者用あるいは財務用のシステムのような特殊目的の処理装置や, 計算機, ワードプロセッ

サなどの機能が固定的な装置はこの分類に含まれない��)｡ �����の定義では, 先の定義と同
様, マイクロプロセッサーを活用し, 周辺機器を備え, 機能が汎用的で, 高級言語によるプロ

グラミングが可能なことに加えて, 利用するユーザの数が単一であることがその特徴として挙

げられている｡ それゆえ, ��と同等の機能・構造を持っていたとしても, 複数のユーザーに
よって利用されるようなサーバーはホスト・コンピュータ (具体的には ｢��サーバー｣) と
して分類される｡��についてのこれらの定義から, (１) 周辺機器を装備し, 汎用的な機能を有しているこ
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��) 日本電子工業振興協会 『日本の電子計算機����』 ����年, ���頁, および�����情報システム部
パーソナル情報グループ ｢パーソナルコンピュータの平成��年度上半期出荷実績｣ 『��インダストリ
ー』 ����年��月号, ２頁｡��) ����������������������������������������������������‒��������(��������)���������(�����������������������������������������������������よりダウンロード) (����
年��月��日アクセス) また�������������������������������������������������������������������������������������������������������������‒���, および �����のサイト
(�����������������������������������������) も参照｡



と, (２) 小型で単一のユーザーが利用すること, (３) ���としてマイクロプロセッサーが
用いられていること, の３点がその特徴として挙げられるであろう｡ これらのうち, (１) は

そのほかのコンピュータに共通する特徴とも言えるのに対して, (２) と (３) については��に特徴的であるといえる｡ そこでこの２点についていま少し掘り下げて考察しておこう｡
まず (２) の単一ユーザーについてみてみよう｡ この単一ユーザーを単に個人が利用すると

いう意味ととらえれば, それはすでに, ����年代において存在していたといえよう｡ このころ
から実用化された当時の大型コンピュータは, 通常, 計算機室などにおいて, 一定期間あるい

は一定量集められたデータを定型的な処理で一括して連続処理するバッチ処理という形態で利

用されていた｡ この場合でも, それを利用する際には利用者はこれを専有して操作していたの

であって, その意味では, 個人が利用するコンピュータであったといえる｡ しかしながら, こ

の場合には, 高価であった大型コンピュータを利用できたのは, 企業や研究機関, 行政機関な

どの特定のユーザ, そしてそれに対応した専門的な利用に限定されており, さらにそのなかで

も特定の部署を設けて特定の技能を持った専門家による利用という, 極めて少数の利用者に限

定されていた｡ この意味で, このようなコンピュータは��といえない｡��でいう単一ユーザというのは, 単に利用者の数を意味するのではない｡ それは��の
｢パーソナル｣ の意味をも含むものと考える必要がある｡ すなわち, 広範な一般の個人が利用

者として専有して利用できるコンピュータという意味を持っている｡ そしてそこには, 個人が

購入でき, 家庭でも利用できる程度に小型で価格も安く, また一般の個人にも利用できる程度

にインタラクティブで平易なインターフェイスを持ったコンピュータという意味が含まれてい

る｡

このような個人利用を広げるという意味でのパーソナルなコンピュータ利用 (�����������������) は, すでに����年代, タイム・シェアリング・システム (���) およびミニコン
ピュータの発展おいて見られるようになっていた��)｡ ���は, １台のコンピュータに複数の入
出力用の端末を接続し, この端末からの複数のジョブを時分割的に処理することで, 複数の利

用者が同時に対話的 (�����������) に１台のコンピュータを使用することができるシステムで
ある｡ この方式は, ��～��年代において広く活用されており, より平易で, インタラクティブ
な利用の仕方で, 多様な用途を生み出していった｡ そして, 共用という形態ではあるが, ���
はより多くの利用者に当時なお高価であったコンピュータの利用機会を与えていくという効果

を持った｡ 他方, ミニコンピュータは, ��年代半ば以降, コンピュータを構成する電子部品へ
の集積回路の活用を背景として, 価格の低下と性能向上に加えて, 小型化も進んだことによっ

て普及していった｡ ミニコンピュータのなかには, 一人の個人が利用するために設計されたデ

パーソナルコンピュータの特徴と発展傾向 (上) ��

��) このような視点については, ������������ ���������������������������������������������������������������������������������‒����参照｡



スクサイズのものも開発され, 次第に広く利用されていくこととなった｡ このミニコンピュー

タは, 多くの大学や研究所でも利用され, 学生や教員にもコンピュータ利用の機会を与え, ゲ

ーム・プログラムの作成・実行などのパーソナルなコンピュータ利用も広がりを見せるように

なり, コンピュータ・ホビイストの文化が形成されていった��)｡
とはいえ, このようなコンピュータの個人利用における進展にもかかわらず, 今なお個人が

所有できるようなコンピュータはこの頃には存在していなかった｡ ���は, そもそも一台の
コンピュータを共用する利用形態であり, また小型化と低価格化が進んだとはいえ, ミニコン

ピュータは個人が購入するには高価であり, その利用形態も���の場合が多かった｡ ただ,
その後, ��年代後半以降, ��の一層の発展とともに, 一般の個人が所有できるような計算機
という意味でのコンピュータ, すなわち電子卓上計算機が普及していった｡ 電子卓上計算機は,��年代後半から��年代初頭にかけて, 価格が大幅に下がり, 一般大衆向けの市場が形成された｡
このような大規模な市場の形成により, 安定的に生産が可能となった��産業において, ��の
高集積化と低価格化が進み, 電卓の市場をさらに拡大するという好循環が実現する一方, 関数

計算などによるプログラム可能なより高度な電卓もあらわれ, そのユーザの間にホビイストを

生み出していくこととなった��)｡
この電子卓上計算機は, 一般の個人が所有できる計算機械ではあるが, それはあくまでも計

算に特化した専用機械であり, プログラミングや機能の汎用性という点では不十分であった｡

電卓のように一般の個人が所有でき, なおかつプログラミング機能と汎用性のある機能を有す

るコンピュータが実現するには, ��の技術が一層発展し, 電卓産業における激しい競争と開
発の過程で生み出された���の機能をワンチップに集積したマイクロプロセッサの登場を待
つ必要があった��)｡ 換言すれば, まさに (２) の ｢単一のユーザー｣ という意味で利用できる
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��) ���については, 高橋秀俊 『岩波講座情報科学１ 情報科学の歩み』 岩波書店, ����年, ���‒���
頁参照｡ また���とミニコンピュータについては, ���������������‒��������������� ����������������� ����������������������������������������������������� ����������������‒���(山本菊男訳 『コンピュータ���年史―情報マシーン開発物語―』 (初版), 海文堂, ���‒���頁｡) なお, デジタル・エクイップメント社 (���) の���‒��というミニコンピュータを���
によって利用することで, ビル・ゲイツはアルテア����用のプログラム言語�����を����年に開発
している｡ (富田倫生, 前掲書, ��‒��頁｡)��) ��������������� ����������������������������������������������������������
‒����なお����社も����年にプログラム可能な電卓キットの製造・販売事業に参入している｡ その
後, まもなく電卓業界は激しい価格競争に直面し, その中で��年に����は電卓事業からの撤退を
余儀なくされ, それに代わってアルテア����の開発へと向かうこととなった｡ この経緯については,������������������������‒���������������������������������������������‒��(前掲邦
訳, ��‒��頁) 参照｡ なお, この時期の電卓産業における競争に関しては, 相田洋 『電子立国日本の

自叙伝 (下)』 日本放送出版協会, ����年, 第７章および第８章を参照｡��) ����年の世界初のマイクロプロセッサの開発は, 日本のビジコン社が, 電卓用の汎用大規模集積回
路 (���) をインテル社に依頼したことを契機としている｡ 両社の契約と開発のプロセスについては,



ようになったのは, マイクロプロセッサをベースにしたコンピュータという (３) の特徴の登

場によってであった｡

しかしマイクロプロセッサを用いたコンピュータは, 先にあげたアルテア����が最初のもの
ではなく, それ以前にもいくつかのコンピュータが発売されていた｡ ����年までに, フランス
・���社の������ (����年発売), アメリカのシェルビ・コンピュータ・コンサルティン
グ社のシェルビ‒�� (����年発売), および����ティタス (�����) の����‒�(����年発
売) などが, インテルの����マイクロプロセッサ (����年発売) を用いて販売されていた｡ 確
かに技術的にはこれらのマイクロプロセッサを使ったコンピュータは��と呼ぶことが出来る
かもしれない｡ しかしながらこれらのコンピュータは市場を新たに立ち上げるほどの十分な売

上をあげることができなかった��)｡
これに対して, アルテア����は, 通信販売のために書かれた記事がホビイストの雑誌 『ポピ
ュラー・エレクトロニクス』 の����年１月号に掲載されると, ４ヶ月ほどで�����台もの注文
が殺到したといわれ, ����年の売上台数は�����台, 年間売上���万ドルとなった｡ 当時最新の
インテルの����マイクロプロセッサ (����年発売) を安価に調達することで, 先のコンピュー
タよりも性能が高く, それにもかかわらず比較的安価なコンピュータの製造が可能となったこ

とがこの成功のひとつの要因となっていると思われる��)｡ いずれにせよ, このようなアルテア����を技術的な基礎とし, またその事業としての成功に触発されて, その後間もなく, 関連す
るプログラム, 周辺機器, 電子部品といった新たな周辺市場, そして��そのものに対しても,
多数の企業群が参入し, いわばアルテア����は産業形成の触媒として機能し, またその後の��発展の系譜の出発点として位置づけることができる��)｡
ところで, マイクロプロセッサをベースにしたコンピュータとしては, ｢ワークステーショ

ン｣ というカテゴリーも含まれる｡ ワークステーションは, 先の�����では, ��と同じマ
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嶋正利 『マイクロコンピュータの誕生 わが青春の����』 岩波書店, ����年, ��‒��頁参照｡��) �������������������������������������������������������������������‒���������������������������‒�������������������������������‒������) アルテア����の発売前後の経過については, �����������������������������������������‒��(前掲邦訳, ��‒��頁) および富田倫生, 前掲書, ��‒��頁参照｡ 売上については, 日本電子工業振
興協会編 『マイクロコンピュータに関する調査報告書』, ����年３月, ��頁参照｡ なお, アルテアの
商業的な成功要因に関しては, さしあたり佐野正博, 前掲稿, ��‒��頁参照｡��) ｢����とアルテアの重要性は過大評価し過ぎることはないだろう｡ 同社は一つの産業を生み出す
以上のことをした｡ 最初の大衆価格のコンピュータを発売しただけでなく, コンピュータ展示会, コ

ンピュータの小売, コンピュータ会社の雑誌, ユーザー会, ソフトウェア交換, そして多くのハード

ウェアとソフトウェア製品の先駆者であった｡｣ (�����������������������������������������
(前掲邦訳, ��頁｡)) また����年当時には, パーソナルコンピュータ産業は, アップルⅡとアルテア
から進化した多数のシステムによって支配されていたともいわれる｡ ��������������������������������������������������������������������������



イクロプロセッサ・ベースの単一ユーザ用コンピュータの範疇に位置づけられている｡ そこで

はワークステーションは, ｢オペレーティング・システムと比較的高い性能によって��とは
区別される｣ システムとして定義されている��)｡ また, 先の電子工業振興協会の定義では,
(１) 対話型の環境下で使われているコンピュータであり, 主としてシングルユーザー, マル

チタスク環境下で使われるもの, (２) 高解像度 (約���×���ドット程度以上) のビットマッ
プディスプレイを標準で装備しているもの, (３) ���インターフェースを標準で装備して
いるもの, となっている��)｡ しかし今日の��からこれらの定義を見ると, マルチタスク, ��,
ディスプレイの解像度, ���インターフェースに関しては, いずれも��の性能向上ととも
に両者の間の違いはなくなってきており, 区別することが難しくなってきている��)｡ したがっ
て, 先の�����の定義にあった ｢比較的高い性能によって��とは区別される｣ という相対
的な区分をするしかないといえる｡

しかしながら, ワークステーションは, ��年代末からの技術者専用の高度な機能を実現しう
るデスクトップ・コンピュータを開発するという, ��とは異なる系譜から形成され, その後
も技術者や事務分野での高機能専用コンピュータやネットワークにおけるサーバーとして発展

してきている｡ その後, ��の性能向上とともに, ��年代末以降, ワークステーション市場と
の競合が生じているとはいえ, ワークステーションの市場はなお専門性の高い特異性のある分

野なのであって, ��産業の発展の過程に関しては, 競合する異なった分野として, 本研究で
は区別して考えることとする��)｡
以上のような考察を通して, 本稿においては, (１) 周辺機器を装備し, 汎用的な機能を有

していること, (２) 一般の個人ユーザーが所有して単独で利用できるほど小型で低価格であ
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��) �������������������������������) 日本電子工業振興協会 『日本の電子計算機����』 ����年, ���頁, および�����情報システム部
サーバーシステム・セキュリティグループ ｢ミッドレンジコンピュータ・ワークステーションに関す

る平成��年度上半期出荷実績｣ 『��インダストリーレポート』 ����年��月号, ９頁｡��) マルチタスクという点では, 今日の��では, 複数のソフトウェアを立ち上げて実行する環境はす
でに実現されている｡ また��に関しては, 以前より, ワークステーションは, ネットワーク上で利
用されることが多く, それに優位な����系の��が活用されている｡ 近年では, ��にも, ���������や�����������などのネットワーク対応��が利用でき, ����系の�����も利用されるよ
うになっている｡ さらに, 解像度の面でも, 後にみる表１のように, すでに今日の標準的な��では,
この定義を上回った解像度となっており, ���インターフェースも標準で装備している｡��) 嶋正利 『次世代マイクロプロセッサ―マルチメディア革命をもたらす驚異のチップ』 日本経済新聞
社, ����年, ���‒���頁参照｡ 初期のワークステーションの開発経緯については, �����������������������������������������������������������������������������(アスキー書
籍編集部監訳オフィスＫ訳 『サン・マイクロシステムズ ����ワークステーションを創った男た
ち』 アスキー, ����年, ��‒��頁), ��������������������������‒���参照｡ ワークステーション
と��の競合関係については, �������������������������������������������������������������������������������������‒���参照｡



ること, (３) ���としてマイクロプロセッサーが用いられているものを��と呼び, その研
究の対象とする｡ なお, ��の出発点として, 産業形成における重要性を考慮して, アルテア����を位置づけ, ワークステーションはパーソナルコンピュータとは区別されるものと位置づ
ける｡

第３節 PCの機能と構造

(１) PCの機能とその展開��は, 先の定義の (１) にもあるように, 事務用, 科学技術用, 計測制御用, 各種端末用,

教育用, 趣味用などといった多目的に利用される機能の多様性, 多機能性, 汎用性といった点

に特徴がある｡ そもそも技術は何らかの特定の機能を果たすことで, 一定の社会的文脈の機能

連関の中に位置づけられ, 絶えずその機能を果たすものとして人々から働きかけられ, また利

用されることによって, 単なる物理的実在ではない社会的な存在となっている｡ しかし��は,
それぞれの活用されている局面においてはそれぞれに対応した特定の機能を果たすとはいえ,

全体としてみればそれは多様な機能を果たすという意味での汎用性を有している｡��の機能は, そのシステム構成やソフトウェアの仕様によって推測することが出来る｡ そ
こで具体的に, 最近の日本における比較的ポピュラーな��を取り上げてみると, 表１のよう
な仕様となっている��)｡ 液晶カラーディスプレイ (一体型) やキーボード・マウスなどに加え

て, ������ドライブ, 有線・無線���や���モデム, 音源やスピーカーがすでに標準
装備されている｡ ソフトウェアも多数プレ・インストールされていて, ワープロ, 表計算, 電

子メールといったビジネス・ソフトをはじめ, ホームページの閲覧・検索・チャット・��電
話といったインターネットに関連するソフトやセキュリティー・ソフトが用意され, 各種通信

機能に対応している｡ そのほかにも, 音声の再生・編集・配信, 画像・動画の視聴・編集・加

工ができる��関連のソフト, はがきの作成・ホームページ作成・家計簿・地図閲覧・交通
情報検索・健康診断などの実用・趣味関連ソフト, そして学習・ゲームソフトが標準で利用可

能となっており, とくに家庭において多様な機能を果たすソフトが装備されている｡ この機種

の上位機種においては, テレビや地上デジタル放送の視聴, 録画, 予約の機能, ������ポー
トによるインターネット・ショッピング機能も備えられるようになってきている｡ このほかに

も各種の外部インターフェイスが装備され, これらを通じてプリンタ, スキャナ, 各種光ディ

スクドライブ, デジタルカメラ, デジタルビデオ, 携帯電話などとも接続され, 上記のソフト
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��) 以下の説明は, 日本電気株式会社・���パーソナルプロダクツ株式会社 『デスクトップ��総合
カタログ バリュースター・������』, および���パーソナル商品総合情報サイト�������のデス
クトップ�� (����年秋冬モデル) (�������������������������������������������������������������) の説明を参考にした｡ (����年１月��日アクセス｡)



や他の各種ソフトによってさらに様々な機能を果たすことができる｡

この��は主に家庭で使用される機種であるが, このほかにも業務用や技術用など, 様々な
用途でより多様な機能も果たしている｡ それは表２に示されるようなソフトウェアのカテゴリ

ー分類をみても明らかであろう｡ ���や���など, 企業において利用される複数の異なる
分野のアプリケーション間でのデータのやり取りを可能にするソフトや集団での作業を支援す

るコラボレーション・ソフト, また技術系・科学系の専門家向けのソフト, 各業界や各種業務

に対応したソフトなど, ��によって, 極めて多様な機能を実現するソフトが提供されている｡
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表１ NECの PC‒VS300GDの主な仕様と付属ソフトウェア�����‒�������＊�� �������(�) �������������(日本語版)��� インテル (�) �������(�) �プロセッサー ���(�������)

メインメモリ 標準�����
ディスプレイ
(解像度)

��型液晶 [ディスプレイ本体一体型] (最大約�����万色, ����×����)
ドライブ ハードディスクドライブ (約�����)
サウンド機能 スピーカ (本体内蔵), 音源／サラウンド機能

通信機能 ���, ワイヤレス���, ���モデム
入力装置 ワイヤレスキーボード, ワイヤレスマウス, 赤外線リモコン

外部
インターフェイス

������×�,��������×�, 光デジタルオーディオ出力,ライン出力, マイク入力,
ヘッドフォン出力, メモリカード, メモリーカード (��メモリーカード,
メモリースティック (メモリースティック ���), ��‒ピクチャーカード),��カード (������×�)

付属ソフトウェア

統合ビジネスソフト ワープロ, 表計算, メール

インターネット関連 インターネット閲覧, ��電話, チャット, ��電話
セキュリティー ウィルス検出, 駆除, スパイウェア対策, データバックアップ・復元��関連 画像・動画・音楽の取り込み, 鑑賞, 編集・加工, 音楽の再生・管理, 配信

実用・趣味 はがき作成, ホームページ作成, ラベル作成, 家計簿, 携帯電話メモリ管理, 地
図, 交通情報, 健康診断, カレンダー

学習・ゲーム タイピング習得, 記憶力トレーニング, ゴルフゲーム, 将棋, 囲碁, 麻雀, トラ
ンプ, オンラインゲーム

＊���の��‒�������は, ���システムを通じて日本の家電量販約����店の販売実績データである ｢日経��・����������������｣ (���������������������������������) によれば, ����年�月�日に発売され, その後, �月��日～�月��日の週から����年１月１日～１月７日の週まで, デスクトップ��の売れ筋商品上位５機種に入っているポピュラー
な��としてとりあげた｡

(出所) 日本電気株式会社・���パーソナルプロダクツ株式会社 『デスクトップ��総合カタログ バリュースター・������』, および ���パーソナル商品総合情報サイト (����������������������������������������������������������������および�������������������������������������������������������������������������) より作成 (����年１月��日アクセス)



パーソナルコンピュータの特徴と発展傾向 (上) ��
表２ パソコンソフトウェアの分類�� クライアント��

サーバー��
サーバー系

サーバー統合

運用管理

セキュリティ管理

データベース・サーバー

データ・ウェアハウス・サーバー, ���ツール���サーバー, アプリケーション・サーバー���(エンタープライズ・アプリケーション・インテグレーション) ツール
コラボレーション

統合業務系 ���, �������, ���, ���コールセンター
オフィス

統合オフィス

表計算・グラフ作成

ワープロ

データベース

プレゼンテーション

コラボレーション
(クライアント用)

グループウェア, ワークフロー, インターネット電子メール, ネットワーク, クライアント, 個
人用情報管理・ファイル共有管理ソフト

開発支援�言語 スクリーンエディタ, 設計ツール, 画面帳票設計ツール, オーサリング, �＋＋, �����, ����言
語, ���専用開発ツール

業務系ソフト
(単独)

財務・会計管理, 納税管理, 人事・給与管理, 販売・仕入・在庫・顧客管理関連ソフト, 業務翻
訳支援ソフト, 電子帳票ソフト

特定分野

特定業務：公共 (官公庁, 地方自治体, 学校, 病院, 図書館, ガス, 水道, 電気) 向けソフト,
小売・卸向けソフト, サービス業向けソフト, 製造 (生産計画・管理, 工程規格・管理, 原価管
理, 品質管理, 計測制御, ��関連ソフト) 向けソフト�������������������
技術計算���

通信
パソコン通信, ���通信, 通信エミュレータ, リモートアクセス, 通信手順等のソフト, ソフ
トフォン, ����

デザイン・グラフィ
ックス

ドローイング, ペインティング, �����イメージ編集, アニメーション作成, ��, ��等のグラ
フィックソフト

データ集
クリップアート, フォント, 文例集, 辞書, 百科事典, 地図ソフト, 画像処理ソフト, サウンド
データ集, 時刻表

教育・学習
学校・学習塾向け教育・学習ソフト, 企業・専門学校向け教育・研修ソフト, �‒ラーニングコン
テンツ

ゲーム
シミュレーション, アクション, アドベンチャー, シューティング, ロールプレイングゲーム,
テーブルゲーム・パズル

家庭・趣味
料理, ダイエット, 家計簿, はがき, アルバム作成, 占い, ホームバンキング, タイピング, 携
帯メモリ・着メロ編集

音楽・映像 ���, ������������再生ソフト, ビデオ. 動画編集・作成
セキュリティツール
(クライアント)

認証, 暗号化, ファイヤーウォール, アンチウィルス

ユーティリティ他
ファイルコンバータ, プリントユーティリティ, ハードウェア・メモリ管理ソフト, ディスク管
理ソフト, インターネット検索, ���ページ管理, 音声認識, ���, インターネット高速利用
ツール, ダウンロードツール

(出所) 日本パーソナルコンピュータソフトウェア協会 『平成��年度パソコンソフトウェアの市場動向調査報告書』, ����
年１月, ��頁より作成｡



このような今日における��の機能の多様性, 汎用性は, いうまでもなく, ��の発展の中
で形成されてきたものである｡ 先に見たように, アルテア����のユーザは, 自らが作成したプ
ログラムを動かし, またアルテアそのものを組み立てることを目的に��を購入するホビイス
トであった｡ その意味では, アルテア����そのものの機能は極めて限定されていたといえよう｡
同様に, 図１にもあるように, ����年のアルテアの成功を契機として, 多くの��がこの時期
に発売され, またメモリやカセットテープなどの各種の周辺機器も開発されて, 市場に投入さ

れるようになった｡ それに伴い, ��のユーザは, これらの装置を利用しながら, 自らがプロ
グラムを多数制作し, その能力を実演して見せるという利用の仕方をしていた｡ そしてそのプ

ログラムの代表的なものがゲーム・プログラムであった｡ しかしながら, これらのプログラム

を販売するものは少なく, ����年ころでは, なお, ��メーカー以外がソフトウェアを販売す
ることはあまりなかったといわれる��)｡
また, アルテア����が市場に出てまもなく, プログラミングのための高級言語�����が開

発され, またフロッピーディスクなどの入出力装置やメモリとの間で情報のやり取りを制御す

るオペレーティングシステム (��) も��で利用できるようになると, より一層様々なソフ
トウェアの開発が進められるようになった��)｡ さらに表３を見てもわかるように, ����年ころ
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��) アルテア����以後の��や周辺機器, プログラム開発については, �����������������������������������������‒��������‒���������‒���(前掲邦訳, ��‒��頁, ���‒���頁, ���‒���頁｡)��) �����および��の開発については, �����������‒���(上掲邦訳, ���‒���頁), 冨田倫生, 前掲

図１ PC産業初期の PCとソフトウェア

(出所) ������������ ���������������������������������������������������������������������������より作成



までには, ��は, キーボードやディスプレイ, などの入出力装置, 記憶装置など周辺機器を
セットにして販売されるようになり, 今日のような一般のユーザにより近づいたものとなって

いった｡ しかしながら, ��年代末においては, なお, ユーザとしては, 付属しているプログラ
ミング言語を用いて, プログラムを作成するホビイストが多くを占め, ��の機能はなお限定

パーソナルコンピュータの特徴と発展傾向 (上) ��
表３ 70年代後半の主なパーソナルコンピュータの仕様

メーカー ���� アップルコンピュータ

モデル アルテア���� アルテア����� �����Ⅱ �����Ⅱ����
発売年 ����年 ����年 ����年 ����年��� ��������� ���������� ������� �������
スピード ���� ���� ���� ����

メモリ
��� ���� ��� ��� ������� － － ���� ����

記憶装置 － － カセット (オプション) フロッピーディスク

入力装置 フロントパネルスイッチ フロントパネルスイッチ キーボード キーボード

出力装置 ��� ��� ��色カラーモニタ ��色カラーモニタ, ラ
ウドスピーカー, プリ
ンタ (オプション)

インターフェイス �‒��� �‒��� ��‒���� ��‒������ － － － ��������
付属ソフト・言語 － － 整数����� ��������������

価格 ＄��� ＄����� ＄����� ＄�����
メーカー コモドール タンディ

モデル �������‒� ��� ����シリーズ ���‒�� ���‒��Ⅱ
発売年 ����年 ����年 ����年 ����年��� ������� ������� �������� ���������
スピード ���� ���� ������� ����

メモリ
��� ��� ���� ��� ������� ���� ���� ��� ����

記憶装置 カセット フロッピーディスク カセット フロッピーディスク

入力装置 キーボード キーボード キーボード キーボード

出力装置 白黒モニタ
白黒モニタ, プリンタ,
グラフィック

白黒モニタ, プリンタ
(オプション)

カラーモニタ, プリンタ

インターフェイス ����‒��� ����‒��� �‒��� ��‒������ － ��� ���‒���(オプション) ���‒���
付属ソフト・言語 ����������������� ����������������� ����������� �����������

価格 ＄����� － ＄����� ＄�����
(出所) 日本電子工業振興協会編 『マイクロコンピュータに関する調査報告書』, ����年３月, ��‒��頁, ��������������������������������������������������������������, および���‒������������� (�����������������������������������������������) サイトの情報より作成｡ (����年�月��日アクセス｡)

書, ��‒��頁参照｡



的であったといえよう��)｡
とはいえ, ��年代末以降, 図１にもあるように, ワープロソフト, 表計算ソフト, データベ
ースソフトなどのビジネス用ソフトをはじめ, 様々なソフトウエアがパッケージソフトとして

販売されるようになり, ソフトウェア市場が形成され, 発展していき, 様々なソフトウェアが��上で利用可能となってきた��)｡ 同時に, このころから, 図１に見られるように, ��市場に
事務機メーカーなどの大企業が参入しはじめた｡ こうして, 表４のように, ��年代半ばまでに
は, ビジネス分野を中心として, 家庭, 科学, 教育といった分野において��市場が形成され
るようになった｡ このように, ��は, ソフトウェアを作るために利用されるのではなく, 様
々なソフトウェアを利用する手段となり, また多様なソフトウェアが開発され, 普及していく

ことで, 多様な機能を果たす汎用性を獲得していくこととなった｡

その後, ��年代の後半から��年代半ばに至る過程で, ��の性能が一層向上するとともに,
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表４ 1980年代における PCの主要な４つの市場

特徴 家庭 ビジネス 科学 教育

完成システムの価格 (＄) ≦����� ≦����� ≦������ ≦�����
必要な記憶容量

主記憶装置 ��� ���� ���‒���� ���
補助記憶装置 ���‒���� ���‒�� �‒��� ����
計算能力 低 中 高 低

応用ソフトの価格 (＄) ≦��� ≦���‒��� ≦�����‒����� ≦���
主な応用ソフト

ゲーム, 家事,
ワープロ

表計算, ワープ
ロ,グラフ,デー
タベース, 通信

ビジネスと類似,
各業務専用

���, ���, イ
ンストラクショ
ン

アメリカ市場での割合 (����年)
台 数 ��％ ��％ ��％ �％
金 額 ��％ ��％ ��％ �％

(出所) �������������‒��������������������������������������������������������������‒��������������������������������������������������������������‒��より作成

��) たとえば, 日本電子工業振興協会が中心となり, マイクロコンピュータの利用などについての調査
を目的として組織されたマイクロコンピュータ調査チームが, ����年の全米コンピュータ会議 (���)
の第５回大会で開催されていた ｢パーソナルコンピュータ・フェア｣ を視察した際の報告 (日本電子

工業振興協会編 『マイクロコンピュータに関する調査報告書』, ����年３月, ��‒��頁) を参照｡ なお,
この報告では, ホビイスト向けのシステムにおいて, キーボードや白黒モニタ��, カセットテープ
レコーダを備えた��が標準的になっていること, またホビイストが��で自作ゲームや家電製品の
簡単なコントロールで楽しむといった ｢作る喜び｣ の段階であるとことが説明されている｡��) このころの各種ビジネス向けソフトの開発については, ������������������������������������������‒���(前掲邦訳, ���‒���頁), ����������������������‒���参照｡



様々な機能が��において実現されるようになっていった｡ まずは, ��の性能向上により,
新しい高性能��は, ワークステーションの機能や技術を随時取り入れながら, それ以前の古
いワークステーションの性能を超えるようになり, 絶えず��がワークステーションの性能を
追いかける形でその性能を接近させていった｡ すなわち, 高性能なグラフィック機能, ネット

ワーク機能, マルチタスク機能といった, かつてはワークステーションの特徴とされた諸機能

を��は随時取り入れ, 設計支援, シュミレーションの機能, さらには事務系の専門的な情報
処理機能を備えるようになり, ワークステーションの下位・中位機種の多くの分野を��が侵
食するに至っている��)｡
また��年代初頭までに, ��の性能向上を基礎に, ��が文字ベースのインターフェース

(���) からグラフィックベースのインターフェース (���) へと変化し, 音声をはじめ, 画
像や動画などの様々な形態の情報を��上で再生, 編集などして操作可能となる, いわゆるマ
ルチメディア機能が実現されるようになった｡ そのようなマルチメディアとして最初に利用さ

れるようになっていったのが, ��年代末以降の��ドライブの価格低下にともなって, ��の
周辺装置として次第に標準装備されるにつれて広がっていった��‒���であった｡ すでに��
年代半ばには, ��‒���の百科事典ができており, その後��年代初頭までに, テキスト情報
だけではなく, 静止画, 音声, 動画などの情報を載せたものが普及していった｡ その後も, 様

々な形態の情報をコンテンツとして載せることで, 事典や辞書だけでなく, 娯楽, 学習など種

々の用途に利用され, 家庭用や教育用などにも広く普及していった｡ さらに近年では, ���
が��‒���に代わってきており, より大容量の様々な情報の媒体として多く利用されるよう
になっている��)｡
この��‒���や���は, ��をスタンドアローンで利用してマルチメディア機能を実現

していたのに対して, 同じ��年代半ば以降, ��をネットワークに接続することでマルチメデ
ィア機能が実現可能となってきた｡ すなわち��をインターネットに接続し, ��� (������������) 上の様々な形態の情報をウェブ・ブラウザというツールで, ダウンロードして,
表示・再生し, 閲覧することができるようになってきたのである｡��によるネットワークへの接続という点で言えば, すでに��年代末から, モデムを装備で
きる��からは, 電話回線を使ってホストコンピュータに接続する消費者向けのネットワーク,

パーソナルコンピュータの特徴と発展傾向 (上) ���

��) ワークステーションの機能や技術を��が導入していった点については, 嶋正利 『次世代マイクロ

プロセッサ』, 前掲書, ���‒���頁, ������‒�『詳説��アーキテクチャエキスパートガイド』 秀和
システム, ����年, ��‒��頁参照｡��) �������������������������‒�������������������������������������‒�����������������������������������������������������������������������������‒��������������� ��������������������‒���, 日本情報処理開発協会 『情報化白書 〈����〉―情報インフラ
整備の現状と課題』 コンピュータエージ社, ����年, ��頁参照｡



いわゆるパソコン通信のサービスが利用可能であった｡ これらのサービスは, 当初は��を保
有するホビイスト向けであったのが, ��の普及とともに企業向けのサービスも拡大していっ
た｡ このパソコン通信は, もともとはミニコンや大型コンピュータの���ネットワーク事業
を展開していた会社がそれを��の利用者にも拡大したもので, ホストコンピュータにある新
聞各紙の情報や株価情報, 企業情報, 事典などといったデータベースへの接続に加え, 航空券

の予約, フリーソフトのダウンロード, コンピュータゲーム, 電子メール, 掲示板, チャット

など様々なサービスを提供した｡ しかし��年代の後半には, パソコン通信は, 先の���に
よって代替されていくこととなった｡ ��年代に入り, ���が利用可能になった当初はなお
利用者も少なかったが, 次第にコンテンツが増え, ウェブ・ブラウザが開発され, インターネ

ットへの接続業者やインターネット上での様々な事業も増加していった｡ このような中で, パ

ソコン通信では異なった通信事業者間での通信が出来なかったり, インターネットへの接続サ

ービスも制限されていたため, インターネットの利用者が急速に拡大していった��)｡
パソコンは, このようなインターネットへの接続機器としての機能を果たすとともに, イン

ターネット上の各種のサービスを活用して, 今日では, 様々な機能を果たすことができるよう

になっている｡ すなわち, ��を介して, 電子メール, ��電話, チャットなどの通信機能, 個
人のウェブサイト開設やブログに見られるような情報発信機能, また掲示板や��� (ソーシ
ャル・ネットワーク・サイト) などのコミュニティの機能といった広い意味でのコミュニケー

ション機能を果たすことができる｡ またニュースやメールマガジンを閲覧したり, ビジネスや

経済情報などの各種のデータベースにアクセスしたり, また各種のプログラム, 音声・画像・

動画などのファイルを��にダウンロードするなどして, ネットワーク上の膨大なコンテンツ
を利用することができるようになった｡ さらに, 様々な商品をインターネット上で購入するい

わゆるネットショッピングや, インターネット上に販売したい商品を出品して入札者を待つネ

ットオークションなども可能となっている｡ このようにインターネット上の多様なサービスを

活用するツールとして��がきわめて重要な役割を現在担っている｡ このようなインターネッ
トのサービスは, インターネット技術の発展によって絶えず新たに生み出されてきている｡ た

とえば, 当初��のモデムを使い, 電話回線を介してインターネットに接続していたものが,
現在では����や光ファイバーなどいわゆるブロードバンド接続ができるようになってきて
いる｡ その結果, ��からネットワークに高速で常時接続も可能となるにつれて, 放送系のコ
ンテンツ配信など, より大容量のコンテンツが必要なサービスの提供も可能となってきている

のである��)｡
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��) パソコン通信やインターネットの形成・展開については, ���������������‒�����������������������������������‒���, ���������������������������‒���参照｡��) インターネットの利用実態については, インターネット協会 『インターネット白書 ����』 インプ
レス, ����年, ��‒��頁, および総務省 『情報通信白書 〈平成��年版〉 ｢�‐�����の胎動｣ ―����年



以上のように��は, これまでの発展過程の中で, 多様な機能が実現可能となってきたので
あり, その結果として, 本節の最初で見たような今日の��の多機能性, 機能における汎用性
という特徴が実現されるようになったのである｡

(未完)

(なお本稿は, 平成��年度科学研究費補助金 (基盤研究(�)) による研究成果の一部である｡)パーソナルコンピュータの特徴と発展傾向 (上) ���

の ｢�‐�����｣ 実現に向けて』 ぎょうせい, ����年, ��‒��頁参照｡ なおインターネットの利用者の
うち, ����年末には約８割がパーソナルコンピュータから接続していて, 最も多く使われており, 次
いで７割強が携帯電話・���・携帯情報端末から利用している｡ (総務省, 上掲書, ��頁｡)


