
はじめに

本研究ノートの課題は, 情報通信技術

(���) 融合の揺籃期 (����‒����) における
競争環境変容に対する政策要求とその実施の

相互作用を標準化の観点から検討することに

ある｡ 具体的には, ����年代以降の米国産業
競争力を強化するために行われた標準化の意

義とプロセスの変容に対して影響を与えた国

家共同研究法 (����) の成立背景, 活用
実態に焦点を当てることで����成立以降
増加した共同研究開発事業体 (���, コン
ソーシアム) における標準化を位置づけ, そ

の上で���融合を促進するために行われた
全米情報インフラストラクチャー (���) の
目的と実施内容を標準化の観点から検討する

ものである｡

����が成立したのはデジタル技術の進
展に伴い情報産業と通信産業の垣根が曖昧に

なることで融合が急速に始まった時期であり,

また電気通信市場の自由化 (����分割) が
行われた時であった｡ 本論で述べるように����を政策要求した勢力のみならず異な
る目的で活用した主体が積極的に活用し成果

を上げたことを考慮すると, 産業政策の観点

の一つとして位置づけられる����の内容
と活用実態を具体的に検討する必要がある｡

ここで����と標準化の関連に触れてお
きたい｡ ����は半導体やコンピュータ産
業への産業政策としての成立目的を直接満

たす成果はもたらさなかった｡ しかし����
年代から��年代初頭というのは, ���融合
期において産業競争力を高めるために重要

なネットワークの構築, 相互接続性に不可

欠な標準の意義が変容 (社会的意義の重視

から経済的意義の重視へ) し, それまで

｢デジュール｣ か ｢デファクト｣ という標準

化の二分法から ｢コンソーシアム／フォーラ

ム標準｣ というプロセス (これはのちに ｢コ

ンセンサス標準｣ として位置づけられる) に

焦点が移る時期であった１)｡ ユニシスで標準

化管理をし, ケーブル・コミュニケーション

・エンジニア協会の副会長を務めたオクサラ

による ｢����はコンソーシアムやフォー
ラムといった新しい標準化プロセスの生みの
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親である２)｣ という指摘をはじめ, コンソー

シアム標準の生成について����の存在を
指摘する先行研究が存在するように, 本研究

ノートでは����がコンソーシアム標準の
増加をもたらす土台であり, 短期的な競争力

強化策ではなく����が成立当初意図して
いなかった活用法・成果をもたらしたことを

検討したい｡� 国家共同研究法 (NCRA1984) の
成立背景と特徴

１ NCRAの成立

米国では����年代後半から, 産業のイノベ
ーション促進のためにそれまで競争阻害的と

されていた共同研究を促進するべく司法省の

立場が変化したことを表明していた３)｡ そし

て����年に司法省は ｢共同研究開発に関する
反トラストガイドライン４)｣ を発表し, 共同

研究開発事業体が合理の原則の対象であるこ

とを示した｡ 企業間の共同研究を促進する姿

勢を見せたのである｡ しかしこの ｢ガイドラ

イン｣ では, ｢共同研究｣ の範囲がどこまで

なのか, 反トラスト法に問われ敗訴した場合

の３倍賠償はどうなるのか, 大企業も含まれ

るのか, などの点が不明瞭なものであった｡

特に大企業を含む場合や応用製品研究に関連

するような場合に法的な脅威は潜在的な問題

となることから, ｢ガイドライン｣ 発表後も

共同研究開発事業体の設立は進まなかった｡

つまり依然としてあまりに多くの法的なグレ

ーゾーンがあったのである｡

しかしながらこの時期の米国の情報処理産

業では, 日本企業や���への対抗手段とし
て共同研究開発に注目が集まっていた｡ 日本

の大規模集積回路 (����) 計画 (����‒��)
の経験５) からも, ����年代の初頭には日本の
競争力に寄与する共同研究開発事業体の重要

な役割を認識していた６)｡ このような考えは

日本が第五世代コンピュータ計画を発表する����年まで産業界からの支持を多くは受けら
れずにいたが, この出来事をきっかけとして���の設立が進展する７)｡ コントロール・
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２) �����������ユニシスは����年にスペリー
とバローズの統合で誕生したコンピュータ・メ
ーカー｡ ����とコンソーシアム標準の関連
の指摘は����������山田, 第３章も参照｡
３) 従来, 技術革新の促進は反トラスト法の適用
において副次的ないし付随的目標として位置づ
けられていたが, ����年代の後半に ｢技術革新
の促進｣ に対する反トラスト法の解釈の変容が
あった｡ 研究開発における多様性の確保こそが
技術革新を促進するという認識である｡ 研究開
発共同事業は直接的には企業間の研究開発競争
の減少を意味し, 多様性の確保が崩れるとして
批判されるが, この批判の根拠となる研究開発
共同事業における資産の集中 (これにより競争
が減少) する点よりも, 研究開発を遅らせたり,
研究開発への投資を減らすための共謀の可能性
がある点を重視すべきであり, この点が現実に
は実効性に欠けるとしたら, 共同事業が研究開
発における規模の経済性や重複投資の回避に寄
与し得ることも考慮し, 共同研究開発事業が技
術革新を阻害するとは言えない, との考え方へ
と変容したのである｡ 以上, 宮井, ����～����
頁参照｡
４) ����������������������������������������������������������������������������������������(����)�

５) ����年に４年間の予算が２億ドルで設立され
たもの｡ 第５世代コンピュータシステム計画は��年間の協調体制で４億����万ドルがつき, 非
常に注目を集めた｡ 一方����年に��と民間企
業による������が５年間��億����万ドルの
予算で設立された｡ ���������������������‒���
６) ����年に���のプライスは ｢マイクロエレ
クトロニクス産業には, 新しい変化に効果的に
対抗しうる規模と対応力を十分に備えたのはた
った２社あるいはあっても３社しかない｡ それ
は日本株式会社と���, そしておそらくベル
研である｡ ���を含んだ他の活動は断片化し
て対応できず, そして十分な生産ができなくな
るだろう｡ アメリカのコンピュータ産業の将来
は協調戦略をとれるか否かにかかっている｡｣��������������������

７) 反トラスト法による訴追への懸念が依然とし
て強かったことから自発的に共同研究開発を行
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データ主導で進められた���の設立は日本
企業を意識するはるか以前から進めていた｡

しかしこのコンソーシアムの実現を可能にし

たのは日本の脅威であったのは皮肉な流れで

あった８)｡

このような流れの中で ｢ガイドライン｣ の

不確実性を払拭する為には立法化が必要と考

えられるようになり, 反トラスト法における

共同研究開発事業体の要件を明確にすること,

そのようなベンチャーの障害となるものの排

除に関する法案が数多く提出された９)｡����の成立を推進した主体は���, コン
トロールデータ (���), ハリス, モステッ
ク, スペリー (以上���の設立メンバー企
業), ��� (米国電子協会) であり, 法制定
議論の中で司法省は積極的に����の成立
を後押ししたのである｡

共同研究に対する訴訟の脅威と ｢当然違法｣

の扱いは米国の発展を押さえつけるものであ

り, 当然違法の呪縛がなければ米国企業は共

同研究開発のためにその能力, 知識, そして

資金を結集させるインセンティブとなると考

えられた��)｡ 議論開始から一年後に成立した����の特徴としては以下の点が挙げられ
る｡ ①共同研究開発を行うことが直ちに反ト

ラスト法違反 (｢当然違法｣) にはならず,

｢合理の原則｣ が用いられる��)｡ ②共同研究
開発事業 (����) の活動は原則として基礎
研究から実証段階までを含む｡ 第２条第 (�)
項 (�)��) にあるように研究開発事業体の定義

は, 純粋な基礎研究より対象範囲が広いこと

は明らかである｡ ③認可制はとらず, ���
と司法省に届出をした共同研究開発について

は反トラスト訴訟における３倍賠償の制度を

適用せず, 実額賠償とする��)｡ ④共同研究開
発を行うための設備の設置, 成果を参加者だ

けが利用する条件をつけることや, 特許を請

求し, または成果をライセンスすることがで

きる｡

以上のように����には反トラスト法の
適用除外が与えられたわけではないが, 共同

研究開発の形成の障害となるものの排除を目

的とした条項が成立したのである｡

２ 共同研究開発事業体の増加

このようにスピーディな成立でなおかつ届

出制という反トラスト法緩和という内容にも

関わらず, ����に対する期待や展望は総
じて低いものであった｡ 設立時の産業の反応

は 【表１】 の調査にあるように低いもので,

法成立後の ����に関する議論は, ���
やセマテックを取り上げて短期利益志向の米

国において日本に習ったような共同研究はな

じまないとされた｡

次に����の特徴で述べたように, ����
に基づいて共同研究を行う���は司法省と���に���のメンバーと設立目的を届け出

����‒����における米国情報・通信産業の ｢競争｣ 環境の変化と標準化 ���

うことはあまりなく, 行う場合には弁護士の同
席や司法省への報告を欠かさなかった｡ ��������������������‒������についてはⅡ‒１
で詳しく述べる｡
８) ��������������������‒����日本経済新
聞, ����年��月８日, １頁｡
９) �����������������(����) ����‒�����������������������������������������) ��������������‒�����) ｢当然違法｣ ｢合理の原則｣ については松下,��～��頁参照｡��) (�) 現象あるいは観測可能な事実に関する

理論的な解析, 実験, 総合的な研究, (�) 基
礎的な産業技術の開発あるいは試験, (�) 実
験またはデモンストレーションの目的で, 研究
可能な発見または科学的あるいは技術的な性質
を持つ理論を実際的な応用にまで発展させるこ
とで, モデル, プロトタイプ, 装置, 材料, プ
ロセスの実験的製造と試験を含む, (�) 研究
情報の収集, 交換と解析, (�) 上記 (�), (�),
(�), (�) の任意の組み合わせを目的とした共
同研究開発ベンチャーは容認される｡ �������������������������������������������
‒����第２条第(�)項(�)｡��) 従来, 反トラスト訴訟 (私訴) では被告が有
罪となれば原告に対し損害額の３倍を支払わな
ければならなかった｡ 私訴については村上, ���
～���頁参照｡
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立教経済学研究 第��巻 第４号 ����年���
表１ NCRAに対する各社 (団体) R&D責任者の

見解 (1985年)

｢あなたは����が御社の研究活動に影響すると
思いますか？｣

｢あなたはこの法律が御社が属する産業の共同研究
の程度に影響を与えると思いますか｣�＝�� �＝�� �＝�� �＝��

大いにそう思う �％ �％ 大いにそう思う �％ �％
あまりそう思わない ��％ ��％ あまりそう思わない ��％ ��％
まったく思わない ��％ ��％ まったく思わない ��％ ��％

合計 ���％ ���％ 合計 ���％ ���％�＝��：��の企業 �＝��：��の共同研究事業体参加者
出所：����(����), ����

(出所) �������������������‒����各年版を基に筆者作成｡
図１ NCRAに基づくRJVの届出件数とベルコア関連RJVの推移 (1985‒1995)

(出所) �������������������‒����各年版を基に筆者作成｡
図２ 届出したRJVの産業分野：1995年までの累計
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ることで３倍賠償のリスクや訴訟時の費用か

ら解放されることから, 届出文書が掲載され

ているフェデラル・レジスター (官報) を基

に活用の傾向を示したい｡ ただし, 根強い反

トラスト法への懸念から民間企業同士, 特に

大企業が参加するベンチャーは届出を行うと

考えられる一方で, 戦略上共同研究の相手や

内容の公表を控えることもあるため, 実態は

もっと盛んであったともいえる｡ 届出数をみ

ると, ����成立後年々増加し, ����年以
降の伸びが大きいことが示される 【図１】｡���が最も集中しているのは 【図２】 にあ

るように通信と電子機器分野である｡ ���
の参加メンバー数をみると, メンバーが２,

あるいは５程度の小規模���が半数以上を
占めていた 【図３】｡ また, 参加者の内訳を

みると, ������������������������������(ベルコア) による届出数 (全体に占め

る比重) が比較的大きいことが特徴として指

摘できる｡

このように, 共同研究開発に対する反トラ

スト法緩和を意味した����の成立は, 一
方で反トラスト法違反に問われる基準のあい

まいさを残しながらも, 企業や産業の垣根を

越えた研究開発を必要とする���の萌芽期
において, 同分野における積極的な活用がな

されたのである｡

� 情報・通信産業の ｢競争｣環境変
化とNCRAの活用実態

１ MCCと NCRA

ここでは����の活用例を取り上げて具
体的に見ていきたい｡ 一つ目は, ����成
立を推進した, ����������������������������������������(���) である｡ 前節で
みたように���の設立は����を前提と
したものであり, 設立の背景には����年前後
の情報処理技術の急速な発展があった｡ 具体

的には, 技術の複雑化とそれに伴う相互接続

への対応や, 研究開発の大規模化の必要性,

製造過程との一体化が重要, さらに日本型産

業政策と商慣行に基づく優位性を発揮してい

た日本企業の急速な発展への対応と国内巨大

企業の���への対抗などがあげられる｡���は����年に設立され参加企業��社で
スタートし, その後����の成立ともにメ
ンバーが増えて��社になった｡ 参加企業を分
類すると, ①メインフレームコンピュータ製

造企業：スペリー, ���, ���, ハネウェ
ル, ��� (主にミニコン企業)；これらの企
業は日本への対抗に加えて���への対応も
意識した参加であった｡ ②半導体製造企業：���, モトローラ, ナショナル・セミコン
ダクター, モステック；日本企業に ���
市場を奪われた企業である｡ 日本への脅威が

企業の存続にとり現実味を帯びたままの産業

であった｡ ③航空機産業：ボーイング, ロッ

クウェル, ������ ��������, ������������������������；���が反トラスト懸
念を払拭したという事実が参加に踏み切らせ

た｡ ④コングロマリット企業 (��は����年
に, ���の初期メンバーの���, ３�,
ウェスチングハウス, アライド・シグナルの

シェアを買収した形) などであった��)｡
短期的目標として日本企業の第５世代コン

����‒����における米国情報・通信産業の ｢競争｣ 環境の変化と標準化 ���
(出所) �������������������‒����各年版を基に筆者作成｡

図３ RJVの規模 (メンバー数)

��) ���������������������
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ピュータ計画への対抗, 中期的目標として将

来のコンピュータ技術に関連する広範な研究

開発を合わせて対象としていた｡ ���はプ
ロジェクトごとに関心のあるメンバーが参加

するという形で, ①半導体パッケージング

(超���を使う部品を最も効率よく相互に結
びつける技術), ②高度なコンピュータ・ア

ーキテクチャー, ③���, ��� (コンピュ

ータによる自動設計, 生産), ④ソフトウェ

アの生産性アップといったプロジェクトがあ

った｡ 設立後, プロジェクトはすぐに増加し,���と半導体微細加工も加わった｡����を踏まえて活動範囲は基礎研究か
ら応用開発までとし, 製品開発, 生産はメン

バー企業に属するとされた｡ 【図４参照】 コ

ンソーシアムは (ここでは���と同義で用
いる) ���が開発した技術すべてに対する
知的財産権 (���) を保有する一方, メンバ
ー企業はその技術を内部で自由に使用するこ

とができ, さらに彼らの製品やサービスの一

部として第三者にライセンスもできた��)｡
中期的な目標に基づき活動をスタートした���であるが, 短期的利益を望むメンバー

が多いことや主要なメンバーの脱退による資

金難といった問題が次第に出てきた��)｡ そこ

で����年の末には, 研究成果, たとえば���
用ソフトウェアといったものを製品として提

供することになった｡ はじめはメンバー企業

を対象としていたが, その後低価格の参加費

用でベンチャー企業を提携企業とし, 最終的

には一般企業へと販売するようになっていっ

た｡ また���や半導体パッケージング, 相
互接続技術といったプロジェクトにはヒュー

レット・パッカードなどメンバーの新規参加

もあり人気のあるプロジェクトであった｡ こ

れらは研究開発時に標準が連動して決められ

るものであり, ����年には���の活動は製
品技術より標準を含んだプロセス技術に集約

しつつあった��)｡ ���において当初は付随
的なものであった標準が活動の中で重視され

るようになったことを表している｡ ここでの

標準はいわばグループ内標準であり, メンバ

ーの目的はあくまで標準化された技術を用い

て製品開発の差別化を図ることにあった｡

２ ベルコアとNCRA

(�) 米国通信市場の自由化とベルコア
次に届出書からその活発な���活動が明

らかになったベルコアの����活用実態に
ついてみていきたい｡ ベルコアは����年の����分割の際に新たに誕生した研究機関
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��) ����年の終わりまでに���の研究は����の
技術レポートを発表し, ���以上の技術に関す
るビデオを生産し, ��の特許を出願 (そのうち��は取得済み)｡ ��������������) ���の初代会長であるインマンが���を
長期的視野の研究に位置付けていても, ���
のメンバー企業は明らかに短期的な利益を望ん

(出所) ���������������������
図４ 技術の製品化に関するMCCとメンバーとの責任範囲

だ｡ ���の困難さの多くはすべてのメンバー
が明らかに支持するような共通の目的を規定す
る能力がなかったことに関係していた｡ ��������������) ������������

���������������������������������������������������������������



である｡ ����の成立を巡る議論が情報処
理産業を中心に展開した一方で, ����年初頭
の米国の電気通信産業は通信市場自由化によ

る電気通信部門の多様化をうけて, 競争促進,

イノベーション促進が模索された時期であっ

た｡

通信産業には, すぐれた技術を生み出して

もそれを有益なものにするためにネットワー

ク化して他社と共有されなければならないと

いう特質がある｡ そのため従来より相互作用

性重視, 公的標準化機関による管理の歴史を

たどってきたのである｡ ヨーロッパでは国営

の電話会社が支配していたところを自由化し

て競争を導入したが, ��域内の統一が進め
られたため各国独自のネットワークではなく,

域内通信ネットワークの統一化が追求された

のである｡ 一方米国では, 規制下にはあった

がそれまで����という民間企業による統
一したネットワークが提供されていた｡ それ

を自由化して競争を入れることでいわば国内

の通信市場は分割され, ネットワークを分断

する形になったといえる｡

ベルコアの誕生をもたらした����年修正同
意判決における主要な決定事項は以下の４点

挙げられる｡ ①地域通信および長距離通信を

分離し (垂直分割), 地域通信においては��
のベル電話会社に分割しかつ７社の地域持ち

株会社に再編成 (水平分割), ②ベル電話会

社は担当区域内の地域通信サービスの提供に

業務を限定し, 長距離通信・情報サービスの

提供および機器製造を禁止 (業務範囲の制限),

③ベル電話会社にはすべての長距離通信事業

者に対して種類・品質・料金において����と同等のアクセス (イコール・アクセス)

を義務付ける, ④ ｢��年同意判決｣ の破棄に
より, ����の事業範囲における制限の撤
廃��)｡ ����年の修正同意判決に基づき, ��

��分割後, 長距離通信は ����, 市内電
話サービスは��のベル系電話会社というよう
に業務が分割され, その後��を７つの地域電
話会社に再編したのであるが, それまでベル

・システムのもと, ベル研究所の能力を利用

してきた地域電話会社 (����)��) にとって
これに代わる機関を個別に持つことは現実的

には不可能と考え, ７社の中央研究機関とい

う形でベルコアを設立 (����年) することに
なったのである｡

ベルコア設立の目的は, ����に対する最
先端技術情報提供, 国内全体の通信ネットワ

ーク・システム構築, 通信ネットワークに関

する標準化を含んだ研究開発にあった｡ しか

しながらベル・システムからの独立は, 自ら

デジタル通信網を確立しなければならなくな

ったことを意味した��)｡ 一方で, 分割による
地域電話網の水平的な分散化は標準の必要性

や相互接続性への必要性を大いに高める事に

なった｡ これまで米国が����独占のもと,
通信において享受してきた相互接続性の高さ

����‒����における米国情報・通信産業の ｢競争｣ 環境の変化と標準化 ���

れた規制の大枠に則って, ���が個別の規則
制定 (ルール・メイキング), つまり実際の規
制政策の作成及び運用を行う形になっている｡���は独立行政委員会 (大統領や他の行政機
関から指揮・命令を受けない) として����年に
設立され, 州際及び国際通信を監督する機関で
ある｡ 米国には通信行政全般にわたる政策担当
機関として商務省内に電気通信情報庁 (����)
が設けられているが, 規制政策についての意思
決定権は有しておらず, 従って実際の政策過程
において直接関与することはない｡ ���が定
める規制の制定手続きに関しては透明性が確保
されており, 規制行為に関する司法活動は���
および裁判所が担当する｡��) アメリテック, ベル・アトランティック, ナ
イネックス, ベルサウス, パシフィック・ベル,
サウスウェスタン・ベルテレフォン, ��ウェ
ストの７社｡��) 分割の結果, 多くの地域事業者がそれぞれの
地域で独自に ����サービスを提供し, 規格
も事業者ごとに微妙な違いがあった｡

��) 志田・白川, ���‒���頁｡ 米国の通信市場は,
議会により立法化された����年通信法で定めら

���������������������������������������������������������������



は統合されたネットワークのおかげだったと

いえる｡ さらに����とベルコアは自由化
による参入を促進するため修正同意判決

(���) により製品製造が禁止されていた｡
これには加入者宅内機器だけでなく, ネット

ワーク構成要素である, 変換機や伝送装置の

製造も含まれていた｡ 通信網のデジタル化に

おいては多様な機器が必要であるため交換機

や伝送装置を調達する必要が生じた｡ ���
で課されたもう一つの業務制約要因であるイ

コール・アクセスと�����������������
(���)��) の確保を実現するためには, 地域
電話システム内または間における技術・サー

ビスの標準化や相互接続性の検証が重要であ

った｡

(�) ����の活用に基づくベルコアの研
究開発

ベルコアの応用研究分野には約���人の人
員がおり, 年予算は１億５千万ドルでそのう

ち約３千万ドルは半導体関連の研究開発に向

けられていた｡ ベルコアの半導体研究開発は

広帯域伝送システム (�‒����) を支えるも
のであった｡ ベルコアは���により様々な
制約を受け, なかでも製造を前提とする製品

設計を禁止されているので研究又は実験的プ

ロトタイプの開発段階以降の製品開発のサイ

クルに対して直接的関与はできない｡ さらに

製造していないので製品を改良するというサ

イクルもなかった��)｡ そのためベルコアの半
導体研究開発は����の実験的プロトタイ
プ需要が中心であった｡ また, ベルコアの技

術サービス専門家の半分以上がソフトウェア

システムの開発に従事し, 特に関連したのは

ネットワーク・システムやサービスを設計し,

インストールし, 維持管理し, 運営するため

に必要なソフトウェアシステムに焦点を当て

たものであった｡ ここでもベルコアは製造活

動には関与できないが, ベルコアが推進する

研究が����の設備調達を決定し, 標準化
に対する一般的要求事項, 技術分析, 品質保

証活動を通してネットワークの設計に影響を

与えるものであった｡ 見方を変えるとベルコ

アには守るための製造・製品市場における地

位をもたないので, 他企業と非常に活発な共

同研究をすることができたのである｡ このよ

うな協調関係は通信ベンダー間に先端通信技

術を移転するチャンスとなり (ネットワーク

化の観点からみると) ベルコアにとって, そ

して結果的に����にとっても有益となる
と考えられた��)｡ 特殊な状況下にあったベル
コアの研究開発のプロセスは 【図５】 のよう

なシステムであった｡

分割による様々な制約によりデジタル通信

網確立に関する技術開発のためにベルコアは����を積極的に活用した｡ ����年以降ベ
ルコアは国内外の様々な企業と���を設立
して, 通信システムのデジタル化に関する技

術を進展させたといえる｡ 技術革新の累積性

が顕著に表れる技術を特に抜き出したのが,

【図６】 である｡ 通信衛星に必要な高温超電

導体技術, ����実用化に重要な役割を果た
す�����(�������������������������：
多重化体系) などの技術を, 米・日・英・独

などの企業や国防省と事業を行うことで����
‒��年にかけて実証実験や製品化を推進した｡�����は ����標準となり, 後の �����
(現���‒�) 標準である���のベースとな
った技術である��)｡ �����はベルコアが
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��) ����年の���による第３次コンピュータ裁
定により他の通信事業者との相互接続を保証す
ること義務付けられた｡��) ������������ ��) ��������������) 米国では国家標準化機関はなく ����が対

応｡ これは認証機関であって標準化は行わない｡����は米国の電子・電気分野の学会, �����
は国際電信電話諮問委員会で����年に国際電気
通信連合の電気通信標準化部門 (���‒�) に
改正された組織である｡
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����年に光信号の伝送インターフェースとし
て標準化したものである��)｡ それまで米国で
は複数のベンダに依存したインターフェース

が存在し, 装置間の相互運用性は得られなか

った｡ �����標準では効率的な多重化メカ
ニズムや豊富なオペレーション能力を提供し,

その結果ネットワークの信頼性も大きく向上

した｡ また�‒����のための新しい転送方
式として注目された��� (������������������������) の技術を確立し����年に�����で標準となる一端を担った��)｡ ベル
コアは反トラスト法への配慮や���の見直
しによる影響により, 特定の機器供給者の有

利となるような標準と批判されないようにす

る一方で, 相互接続性のレベルを可能な限り

高めるような標準を確立しなければならなか

った｡ そのために����, ����, �����と
いった標準化機関と連携し, 公的標準の作成

とその普及を推進したのである��)｡

また画像圧縮技術開発の積み重ねが�����標準化技術の発展へつながった｡ さらにこ
の時期は����開発・標準化を巡り日・欧
が激しく産業政策を展開し米国は当初日本の

技術に追随する姿勢を見せたが, デジタル技

術適用の可能性が明らかになると, 将来の市

場規模と裾野の広さを重視し介入するに至っ

た｡ その際行われた国内のデジタル����
技術のコンペにベルコアも参加しており����
‒��年の時点では最も優れた技術を持つとみ
なされていた｡ この時, 米国の電子機器産業

の再生のために重要な２つの補完的技術が光

ファイバーと����であるとみなされ, 特
に光ファイバーは����の性能に影響する
のでより重要と考えられていたことを考える

とベルコアは����を活用することで, 双
方の技術的発展に寄与したといえる｡

｢ベルコアは ����なしには最先端の半
導体チップやソフトウェア技術から光通信や

ブロードバンド用画像圧縮, ����技術と
いった広範囲にわたる共同研究を行うことは

できなかった��)｡｣

����‒����における米国情報・通信産業の ｢競争｣ 環境の変化と標準化 ���

間・機械間のインターフェースの一貫性を達成
するために発展している｡ 藤野, ��ページ｡��) �������������������������� (����),������ベルコアの副社長ハンドラーによる公
聴会証言｡

(出所) �������������������������
図５ ベルコアの応用研究部門の技術移転の基本的な流れ

��) ��������������������������������) 以上, ���, �����‒����佐藤・古賀, ��,��～��頁参照｡��) 公的な標準は主として通信の分野で発達して
きた｡ とくに通信の相互接続性に対して標準制
定の要求が強い｡ それに対してデファクト・ス
タンダードは, 情報処理の分野を中心にして,
ソフトウェアの互換性, ファイルの共有性, 人

���������������������������������������������������������������
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このようにベルコアの例を典型として����を活用することで自らは確立できない新
しい通信網のための技術・システム・サービ

スを, 国内外の企業から得て (同時に相手側

にもスピルオーバーする), 次世代通信網の

コアとなる技術を生み出した点が示されよ

う��)｡
しかしベルコアの焦点が製品や製造よりも

ネットワークやサービスにある一方で, ネッ

トワークは製造された製品 (変換機や伝送装

置) によって作られるものである｡ ネットワ

ーク設計の最先端となるためには, 通信製品

についての知識を得るだけでなく, 運用する

企業が敷設と運転を望むネットワークに対す

るそれら製品の価値や適用可能性を最大化す

るために, 設計や開発に影響を与える状況が

必要である｡ ネットワーク技術そのものに関

する深い理解がないと, ネットワーク設計の

方向性は通信サービスの供給者自身よりも通

信製品のメーカーとベンダーの技術能力やビ

ジネス上の利益によってますます決定づけら

れるからである��)｡
最後に����によるその他の情報, 通信

分野における���の活動と標準化について
少し述べておこう｡ この時期の共同研究にお

いては活動内容に標準化が明記されることは

少なく, あったとしてもすでに公的標準が確

立された技術・システム (����年代の情報処
理技術の発展に伴い, 重要なシステムとして

注目された ���(異なるシステム間をつな
げるネットワーク構造の設計方針) や����
(移植性の高い��)) に準拠した製品の開発
が中心であった｡� 全米情報インフラストラクチャー
(NII) 構想と標準化

１ 高性能コンピューティング法の成立����年代初頭までの米国情報処理産業, 電
気通信産業は, 規制下にあるか否か, サービ

ス産業とハード・ソフトウェアに基盤を置く

産業, 政府の関与に対する考え方の点におい

て全く異なる特徴を持っていた｡ そのためデ

ジタル技術の発展に伴い, 同じ技術を使い同

じ問題に直面する一方, 一つの産業ではない

ことから異なる対応をしてきたのである｡

情報処理技術の発展は, 軍事研究目的でス

タートし����年代後半に構築された�������をインターネットに発展させることに
寄与した｡ �������は次第に一般の研究
者にも開放され, 学術研究の促進を図る目的

で設立された���(��������������������������) ���と結び付き, ����年代に入り
ネットワークが拡大した｡ ������はスー
パーコンピュータ主導権構想に基づき, 高度

な計算設備にアクセスできるネットワークを

形成するという目的のもと, 多分野の学術研

究者コミュニティの汎用コンピュータ・ネッ

トワークとして機能していた｡ ������は�������以外にも, �����などの各地
の学術研究用コンピュータ・ネットワークと

相互接続されていた��)｡ ただしこれらはすべ

����‒����における米国情報・通信産業の ｢競争｣ 環境の変化と標準化 ���

��) 広帯域総合サービス通信網 (�����) は,
広帯域の加入者回線容量を持つ総合的な電気通
信サービス網である｡ テレビ映像あるいは����クラスの映像情報を, 電話で音声を伝
送して通信するのと同様にユーザ間で交換機を
通して双方向で送ることができる｡ また総合サ
ービス通信網であるので, 音声はもとより, 映
像, 画像, ファクシミリ, データ (電子メール
やファイル転送を含む) の伝送を統一のネット
ワーク上で実行できる｡ �����の技術的基礎
は, 第１に大容量の光ファイバー, 第２に���
交換機, 第３に多種多様なユーザの要求に応ず
る端末 (マルチメディア端末) である｡��) ������������������������� ��) ����������‒���当時, アメリカの ������を使ったコンピュータ・ネットワークは,

以下のような３層のカテゴリーから構成されて
いた｡ ① ｢キャンパス・ネットワーク (�������������)｣：大学, 研究機関が構内に構築した���である｡ ② ｢ミッドレベル・ネットワー

����������������������������������������������������������������



てそれぞれのネットワークが点在している状

態であったためそれらを全米規模でつなぐ必

要性が生じた｡ 一方, 電気通信産業は長距離

と域内通信とで分断されたとはいえ全米規模

のネットワークを確立していた｡

音声あるいは映像を中心とした通信と, デ

ータあるいはコンピュータ間の通信とはその

通信の形態やネットワークに対する要求条件

(通信属性) が異なる｡ 通信はリアルタイム

系であり, 公衆通信網では通信中に通信路を

ずっと保留する回線交換モードが用いられる｡

一方コンピュータ間通信は蓄積系であり, 一

般的には情報が発生するたびに宛先付のパケ

ット信号を相手方に転送するパケット交換モ

ードが適用される��)｡ このように異なる通信
属性を持つが, コンピュータ・ネットワーク

の諸問題 (マルチメディア化と高速ネットワ

ーク化の要求, ネットワークでのトラフィッ

クの輻輳) に対応するために電話通信ネット

ワークの高速化の中心技術であった光ファイ

バー, ����, ���, といった通信技術を利
用する流れが出てきた｡ これが全米情報イン

フラストラクチャー (���) 構想へつながる｡
大統領科学技術政策局 (����) は����年

に, スーパーコンピュータの高速化と高性能

ソフトウェアを開発するため先端的コンピュ

ーティング研究に５年以上にわたる支出の増

額を提案するレポートを提出した｡ これには

国内の研究センターを結ぶ高速コンピュータ

・ネットワークの構築も含まれていた｡ スー

パーコンピュータの活用が米国の競争力強化

につながるとして, ���やクレイ・リサー
チなどが積極的に支持した｡ 産業競争力問題

に関し, 全米電子工業会などを中心に電子機

器に重要な技術のスピンオフを期待できる����の開発により投資を増やすべきとの
意見がある一方で, 結局����は画質など
の点で高速ネットワークとコンピュータ技術

に左右されるため, この分野での日本の挑戦

に対抗するよりもコンピュータ・ネットワー

クの高度化に焦点を当てることが望ましいと

する考えが広まり始めていた時期であったこ

とも影響した��)｡ ����のレポートを基に当
時上院議員であったゴアは ｢高性能コンピュ

ータ法案｣ を提出した｡ これは米国のスーパ

ーコンピュータ利用環境を充実させることを

目的としたもので, ����年から５年間に計���
万ドルを投じて毎秒３ギガビット (１ギガは��億) のデータ転送能力を持つネットワーク
を作るというものであった｡ ���ネットが
毎秒���メガビット (１メガは���万) が上限
であることを考えると壮大な計画であった｡

高性能スーパーコンピュータを相互に接続す

る高速ネットワークを形成し, 産業, 教育,

環境などの社会変革を促すという政府主導の

形で始まったのである｡����年高性能コンピューティング法
(����)��) は, 高性能コンピューティングと

立教経済学研究 第��巻 第４号 ����年���

ク (����������������)｣：当該地域にある��
から��ぐらいの大学や企業の���を相互接続
して作られたコンピュータ・ネットワークの集
合体｡ 規模は様々だが, 州程度の範囲をカバー
するものもある｡ ｢地域ネットワーク (����������������)｣ という別名で呼ばれることもあ
る｡ ③ ｢バックボーン・ネットワーク (����������������)｣：各ミッドレベル・ネットワ
ーク����年代前後のアメリカの技術政策とイン
ターネットを相互接続するために, 全米の要地
に設置された交換機を高速回線で接続したもの
である｡ 前述の�����はミッドレベル・ネッ
トワーク, ������はバックボーンとして機
能した｡ ｢インターネット｣ とはこれらのネッ
トワークの総称である｡ 与原, ５頁｡��) 宮内・河西, ���頁｡ ��) ��������������������������) ゴアは����年に全米高性能コンピュータ技術

法案 (��������������������������������������������������) を上院提出したが
この時は資金的問題で廃案となった｡ その後����年１月に高性能コンピューティング法案を
提出し同年��月に��������が成立した (����������������������������������������

����������������������������������������������������������������



研究・教育ネットワークに関するものと関連

する機関に対する実行計画の２部構成になっ

ていた｡ ����に基づいて成立した高性能
コンピューティング通信 (����) 計画, 補
助金計画, 官民協力といった様々な構想を通

じて���関連研究と技術開発を推進した｡����計画は４つのプロジェクトで構成さ
れている｡ ①高性能コンピューティングシス

テム (����：従来型のスーパーコンピュー
タの限界を超えた１秒間に１兆回の演算が可

能なシステムの開発), ②教育研究ネットワ

ーク (����：高性能コンピュータシステ
ムや研究教育に必要な電子データ, 研究設備,

電子図書館などにアクセスするための高速コ

ンピュータを学術機関に提供), ③先進ソフ

トウェア技術とアルゴリズム (����：ソフ
トウェア・アルゴリズムに関する研究とネッ

トワーク化した高速コンピュータシステムで

稼働する高性能アプリケーションソフトのプ

ロトタイプ開発), ④基礎研究と人材育成

(����：基礎研究, 教育, トレーニング,
カリキュラム開発など)��)｡ なかでもネット
ワーク研究を担ったのが ����である｡����がインフラ開発の資金を確保し,����がインターネットの拡大とスーパー
ハイウェイ用の実行可能なバックボーン・ネ

ットワークの構築を行い, ���がインフラ
利用のための教育, 研究用ソフトウェアの開

発・資金援助というように, 情報スーパーハ

イウェイ構築のために多様なカテゴリーの政

策が進められた｡ ����はこれまで連邦政
府が進めてきたコンピュータ関連研究開発プ

ロジェクトを発展させたものであり, 予算は

５年間で倍増させることが盛り込まれた｡����－����年の５年間の総予算が約��億ドル,

うち増額分が約��億ドルという計画であった｡����はコンピュータ・ネットワークに関
する研究開発プログラムとして示されるが,

予算の増額分のうち��％がネットワーク以外
の研究開発関連への資金であった｡ スーパー

コンピュータのハードウェアやソフトウェア

が３分の２, ネットワークの研究開発は５分

の１, 残りが基礎研究や教育に充てられたの

である (【表２】 参照)��)｡���はそのために計画し構築された新たな
アーキテクチャーではなく, 既に育ちつつあ

った多面的な通信網を全米に適合させ, 運用

するものという位置づけであったことからネ

ットワーク研究への配分は低いものであった｡

既存の電話・データネットワークには映像,

音声, データ, 画像サービスといったあらゆ

るタイプの情報を効率的に伝送できる柔軟性

を持った一つのネットワークはなかったこと

から, ����は ������を高度化させる
もので大容量のデータを高速に伝送すること

を目的としたものである｡ そしてこのネット

を商業ネットとリンクさせることで, 商業ネ

ットの発展をもたらすと考えられた｡ ネット

ワーク整備に対する要求事項では, (�) 電気
通信産業の高速データ通信網における民間投

資と競争の促進・維持, (�) 商業データ通信,
テレコム標準の開発につながる研究開発の促

進, (�) ���やデータベースへのアクセス

����‒����における米国情報・通信産業の ｢競争｣ 環境の変化と標準化 ���

‒���)｡ この法律は５年間の時限立法であった
が, 米国の現在の情報政策の根幹となるものと
いえる｡��) 財団法人日本情報処理開発協会先端情報技術
研究所, ��～��頁｡

表２ HPCC計画に対する増額予算の内訳
1992‒1996 単位：���万ドル

分野 金額 ％���������������� ������������ ��������
合 計 ����� ���

(出所) ���������

��) ���������‒���

����������������������������������������������������������������



コントロール, を含む, ネットワークや情報

資源のセキュリティ手段となる法の整備, (�)
連邦政府とそれ以外のコンピュータ・ネット

ワークとの相互運用性の確保, (�) 高性能か
つ高速コンピュータ・ネットワークのさらな

る研究開発のためのテストベッドとしての役

割, さらに先進コンピュータ, 高性能かつ高

速コンピュータ・ネットワークとデータベー

スが���をいかに改善するかに関する実証,
などが挙げられている��)｡ このような新しい
通信技術の検証, 先進ネットワークの構築に

関する経験を提供するため, ����の提案の
一部として設立された５つの実験的ギガビッ

ト・テストベッドが稼働していた��)｡
２ NII 構想における標準化

インターネットの開発の歴史においてネッ

トワーク相互を接続する通信手順 (プロトコ

ル) として������を導入し, 広域パケッ
ト交換器によるコンピュータ・ネットワーク

の有効性実証といった相互運用性が達成でき

たのは, 標準開発とその適用との間で繰り返

し試作が交わされたからである��)｡ インター
ネット技術の世界は基本的に���や����
といったコンソーシアムで決定されており����や ���標準に対する需要はほとんど
ないといえる��)｡ ����年代から��年代初頭に

中心的役割を果たした����は利害のある参
加者にインターネットを用いて仕様を送り,

技術的な形態や機能についての大まかなコン

センサスを達成し, 一般からのレビューやコ

メントを広範に受け付けながら標準化へと進

めるものであった｡

しかし通信のネットワーク技術とインター

ネットを統合しようとする���に関連する,
製品・サービスのベンダーやサプライヤーが

多様でなおかつ急速な変化を遂げている産業

において相互運用性のテストを行うことは容

易ではなかった｡ とはいえテストなしの状態

ではユーザーに受け入れられないため, 相互

運用性の適合テストはベンダと民間・政府を

問わずユーザーとの協調を必要とし, そのた

めテストは政府支援の対象とされたのである｡

また統一的な標準の適用はもとより標準をど

のように実装するかについての保証がなかっ

たため, 結果として多様な実装をもたらし,

相互運用性の確保が難しい状況が生じていた｡

このような状況に対応するためテストベッド

やコンソーシアムが活用されたのである｡

テストベッド形式はネットワーク研究にと

って有用なモデルを確立した｡ それまでの小

規模な実験成果と構成要素の開発とのギャッ

プを埋め, ネットワークの製品化に必要な技

術を開発できるからである｡ さらにネットワ

ークが実際に展開されたときテストベッドの

参加者が重要な役割を果たす点も大きい｡ テ

ストベッドは産官学の協調体制で行われた｡

民間企業は高速化に必要な電子製品や変換技

術の分野で貢献でき, 大学や研究機関は, イ

ンターネットコミュニティに関連しているた

め, 新しいプロトコルやアプリケーションの

アイデアを有している｡ なかでも電気通信キ

ャリアの関与は重要である｡ テストベッド用

地間が遠く離れているためテストベッドに必

立教経済学研究 第��巻 第４号 ����年���

��) ����������������������������������������‒�����������(�)��) 参加者は大学, 国立研究所, ���, ベルコ
ア, ���, ����, ベル研究所, ���など
の通信を中心とした民間企業であり, それぞれ
異なる課題と実験を進めた｡ ��������‒����
宮内・河西, ���頁も参照｡��) ������������������������) ウェブの成熟に従い, コンソーシアムの数の
増加はウェブベースの技術を標準化するために
生み出されているものである｡ コンソーシアム
利用のこのような背景には, それが技術開発の
スピードに適合しているからではなく, 迅速な
プロセス (つまりユーザーによく反応するとい

うこと) を用いるというコンソーシアムの意欲
にある｡ ����������������������

����������������������������������������������������������������



要な伝送設備には非常に広帯域な通信を必要

とする｡ それまでの多くの実験作業は遠方の

テスト用地をつなぐのに必要なコストのため

に研究所における小規模なものにとどまって

いた｡ しかし通信キャリアは必要な伝送能力

をすでに有しており, そしてそれをテストベ

ッドに利用するにあたって新たな費用を必要

としなかった｡ ゆえに����や���, ス
プリントといった主要な長距離キャリアと����がテストベッドにおいて主要な役割を
果たしたのである��)｡
テストベッドそのものとして機能するのが����の一つの役割であり, 技術の試験作
業が ���のより広範な展開につながると考
えられた｡ テストベッドプログラムは����
が実際に展開するまでの中間的位置づけであ

り���の進展に直接的な影響を与えた｡ テ
ストベッドに使われているネットワーク技術

が民間における製品化計画を反映していたか

らである｡ テストベッドネットワークは産業

の事業計画に一致したアイデアを反映し, 可

能であればいつでも普及しつつある標準に一

致した設備を利用した｡ 一例をあげると, 多

くのテストベッドは通信産業における中核技

術である���技術を利用した｡ ����で
利用されるようなインターネットタイプのサ

ービスをサポートできるようになれば, 映像,

音声, データ通信サービスのキャリアは多様

な市場に参入することができるため, ���
の広範な使用を計画していたのである｡ また���は通信産業に広く受け入れられかつそ
の実装が進められていたが, 多くの未解決の

研究問題も存在していた｡ テストベッドはこ

の技術を実証する大規模な機会を提供し標準

化プロセスの進展に有益と考えられたのであ

る��)｡

当初は ｢民間企業が情報スーパーハイウェ

イを構築することを政府は望んでいない��)｣
と政府主導で発表された ���構想であった
が通信会社, 通信機器製造メーカーらからの

反発を受け, ����年以降民間中心に進められ
ることとなった｡ ���の通信網を実験ネット
ワークと商用ネットワークに分類し, 商用ネ

ットワークについてはケーブルの敷設から運

営, 保有までを全面的に民間企業の役割とし,

政府は介入しないという役割分担が明確化さ

れた｡ 実験ネットワークはギガビット・テス

トベッドであり, これを中心に���におけ
る政府の役割は①通信網の標準化の支援, ②

ネットワーク間の相互接続の支援, ③規制の

排除, ④ギガビット・ネットワークなど先端

プロジェクトの研究開発の促進, といった点

におかれた��)｡
ギガビット・テストベッド以外にもベンダ

ー, 大学, 政府機関のコンソーシアムである���テストベッド (����) では開発された
アプリケーションの実施を行い, ��� や����, フレームリレー技術など (いずれも

ネットワークの高速化に関する技術) に基づ

くギガビット・ネットワークへのリンクを構

築することを目的としていた｡ またシリコン

バレーでアプリケーションを実施するスマー

トバレーなどの活動が行われた｡ これらの参

加者に役立つような地域・国家規模の実験用

アプリケーションは ���構築のために必要
な経験を得るのに役立った｡ また, ��のコン
ピュータ企業から成るコンピュータシステム

統合プロジェクト (����) はネットワーク
間の処理や相互運用性の確保を担当し, ����
年末に米企業大手��社が設立したクロス・イ
ンダストリー・ワーキング・チーム (����)
は, 効率的なネットワークの構築, ネットワ

����‒����における米国情報・通信産業の ｢競争｣ 環境の変化と標準化 ���

��) �����������) ����������ギガビット・テストベッドに
ついて, ������������‒�；宮内・河西, ���～���頁参照｡ ��) ��������������������������������) �������������‒����日本経済新聞, ����

年７月��日
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ーク間のインターフェース技術に関する情報

交換, 標準化を通じて���の基盤となる技
術の標準化やネットワーク設計を行うための

コンソーシアムであった��)｡ つまり既存のネ
ットワークを統合し全米規模の高速通信網を

作るための民間組織である｡ さらにベルコア

が中心となりユーザーインターフェースに関

する実験用プロトタイプを研究する共同研究

プロジェクトを設立��) するなど, 既存のネッ
トワークや ���に関連する多様な技術の相
互接続, 相互運用性を確保し, 商用化するた

めの民間主導のコンソーシアムの設立が加速

することになる��)｡
これらコンソーシアムには����の改正

法である国家共同生産法 (�����) に基づ
き, 司法省に���の届出を出すことで反ト
ラスト法対策をしているものもあった��)｡ 前
節までに見たように����の活動対象に標
準化機関は明記されなかったことから����
を活用したコンソーシアムで標準に関するも

のが含まれることは少なかったが, �����
が成立した����年以降は少し状況が変わった
のである｡ �����の成立背景と特徴をまと
めると以下のようであった｡����成立後間もなく, 半導体やコンピ
ュータといった情報処理産業を中心に新製品

の商業化には研究開発以上にコストがかかり

共同生産が必要なことが認識されるようにな

り改正の必要性が議論された｡ �����の推
進主体としては, インテル, ����メモリー
ズ, ���, コンパック, ベルコア, 米国半
導体工業合 (���), ���であり, ベルコア
は通信産業で唯一であった｡ 一年で成立した

����と異なり, ����年から議論開始され
成立まで四年を要した｡ �����の特徴は以
下の点である｡ (�) 共同行為の対象を ｢製品
の生産, 加工処理, またはサービス, サービ

スの検査｣ に拡大するものとなった｡ これは

共同研究開発の成果だけでなく, 新製品・新

製法, サービスの実用化のための共同生産も

含まれる｡ (�) 共同生産の主な生産活動場所
がアメリカ国内で, 対象となる共同生産の参

加企業の本国がアメリカ企業をその国での共

同研究開発の参加に際して差別していないこ

とが付随条件として追加した｡ すでに研究開

発は完成しているが, 実用化のためのコスト

が大きすぎる技術を企業間の協力で実用化し

ようというものは対象に含まれる｡ そして既

存の製品を新製法で生産すること, 既存の製

法 (生産設備) で新製品を生産することは認

められた｡ (�) �����でも ｢標準化｣ は対
象に明記されなかったが, ｢サービスの検査,

実用化｣ は製品とサービスを標準でつなげる

ベルコアら情報通信産業の活動を指しており,

こののち���の活動に標準化作業が含まれ
たものが増加する��)｡�����成立過程においてベルコアは, 一
貫して情報処理と電気通信が融合する技術を

扱う場合には特に ｢研究開発｣ や ｢製造｣ 活

動において同時に行われる ｢標準活動｣ につ

いても反トラスト法緩和対象となる共同行為

の対象に明記する必要性を主張した｡ 特に反

トラスト法への懸念から, 国際標準化組織へ

提案するための事前段階として行う, 競合関

係にある米国企業間の協調活動を行うことが

できない点や, 同時期に議論されていた����についても受像機や変換装置などの個別
製品の技術的優位性より構成する製品それぞ

れが相互につながることを確立することが,

立教経済学研究 第��巻 第４号 ����年���

��) ��������������������������������日
本経済新聞, ����年��月��日��) ���������������������������) ��������������) ����, ����, ベルコアの活動は ���������に基づく届け出がなされている｡ �������������������� ��) 宮田 (����), ���～���頁｡�������������������������� (����, ����)����������������������‒���
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効率的生産と将来の競争力につながる点を指

摘したのである��)｡����と�����の成立が���融合期に
おける米国の標準化活動に与えた影響は以下

のようにまとめることができる｡ ����を
活用することで情報通信技術の発展をけん引

する一方で���の活動における標準化の重
要性を明らかにし, �����の成立による反
トラスト法緩和の下, 共同研究開発における

標準作業とその成果のサービスの実用化を生

産活動として事実上確立した｡ 特にベルコア
・・・

は二つの法制定を経て, ����の下では小
規模の���活動を中心に最先端技術の取り
込み, 技術・サービスの試験, 標準化, 実装

を行った｡ �����の成立後, 実装, 普及を
確約する形で公的標準を作成するために中規

模の (��社程度) ���活動と大規模なフォ
ーラムの設立へと活用方法を変化させたので

ある��)｡
以上みてきたように, �����は����

と同様に半導体, コンピュータ産業が中心と

なり日・欧の産業政策を意識した政策要求で

あった｡ また改正議論が始まった����年は情
報スーパーハイウェー構築に向け����の
議論が本格化した時期であり, 双方とも当初

はハード (半導体, スーパーコンピュータ)

の技術的優位性を重視していた｡ そして既存

の通信ネットワークとインターネットと統合

することで���を構築できると考えられた｡
しかしながら ���構築のために解決しなけ
ればならない多様な問題のため, 競争環境の

変容を受けた通信産業を中心にテストベッド

やコンソーシアムの積極的活用が行われる中

で, インフラストラクチャにとって特に重要

な相互接続性, 相互運用性を確保するための

標準化技術が複数生み出されるシステムが形

成され, 標準化プロセスの変容へとつながる

のである｡

まとめ

米国において����年代に初めて可能になっ
た共同研究開発は, 情報処理技術の急速な進

展と通信市場の自由化による分断といった米

国産業が直面した ｢競争｣ 環境の変容の中で

それら産業が中心となって推進したものであ

った｡ 本研究ノートの検討をまとめると以下

の３点になる｡ (�) ����活用の特徴とし
ては, ���の規模は小さいがベルコアによ
る積極的活用があげられる｡ これにはベルコ

アの特殊な設立背景, 目標の多様性 (����
の多様なニーズ, 国内デジタル通信網の構築),

通信産業の特性 (ネットワーク化のため多様

な企業間協調必要) が影響したといえる｡ (�)����・�����という二つの法制定によ
り, 共同研究に対する反トラスト法の懸念が

軽減したことで米国では, ①一方で同じ目的

で集まった���の中で市場の必要性に応じ
た技術・サービスにかかわる標準化を行うこ

とができるようになり, ②他方ですでに公的

標準が確立または連携して開発した技術・サ

ービスを実装・普及する目的で���が活用
可能であるということが����年代後半から��
年代にかけて浸透した｡ (�) 国家標準化機関
をもたない米国において, 相互接続性や相互

運用性の確保が重要な情報・通信技術の統合

に関する標準化は ���構想を推進するなか
で, 公的標準化プロセスの活用ではなく次第

に民間企業中心のコンソーシアム主導で進め

られるようになった｡����年代初頭の米国通信産業は情報処理産
業からの産業政策要求と, 電気通信市場の自

由化によるユニバーサル・サービスの変質と,

通信市場の競争を促進し ����の技術へ

����‒����における米国情報・通信産業の ｢競争｣ 環境の変化と標準化 ���

��) ������������������������� (����)�������‒������) ベルコアが設立し �����に届出をしたフ
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アクセス可能にすることでイノベーションを

促進しようとする司法省の思惑が交錯する形

で様々な規制緩和が行われるという競争環境

の大きな変容がもたらされる状況にあった��)｡����分割によりそれまで単一のシステム
・サービスであった通信ネットワークの仕様

が多様化し, インターフェース仕様の増加を

招いた｡ 商品は多様化すると選択肢は増える

が標準化活動 (特に公的プロセス) が進めに

くくなる｡ デジタル化の進展により技術開発

に対する可能性が増大し, 規制緩和により市

場開発に対する多様な可能性が増大した｡ 前

者は標準化の選択肢の増加をもたらし, 後者

は標準化の参加者を増加させる｡ 両者が相互

に連動して進むことで標準化の主体がデファ

クト標準化プロセスからコンソーシアムプロ

セスへと変化することになるのである��)｡
コンソーシアム主導の標準化プロセスは技

術の急速な変容へ迅速に対応できる一方で標

準の多様化を招く｡ 同じ技術において標準が

複数存在することに対して, 米国市場で優位

性を持つ標準化技術を国際標準化するため積

極的に政府調達の対象にするなど, ���構想
を推進するなかで新しい標準化プロセスのベ

ースを築いた米国政府とコンソーシアムの関

連や国際標準化を巡る国家間競争などの問題

については今後の課題である｡

参考文献����������������� (����) ���������������������������������������������������������������������������������������������������
(����) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(����) �������������������������������������������������������������������������(����)�������������������� ������� ������������������������������������������������������������������������������������ (����) �����������������������������������������������(����) ���������������������������������������������������������������������������������‒���������������������(����)��������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������� �����������������������������������������������������������������(����) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(����) ������������������������������������������(����) ��������������������������������������������������������������� ����������� �����������������������
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��) ����の分割に関しては分割を強力に推進
する司法省と判事にたいして, 国防省と商務省
は訴訟の取り下げを司法省に要求した｡ 国防省
の立場は ｢����のネットワークはわが国に
おける戦略防衛システムにとって最も重要な通
信網であるので, 『一体』 であることが何より
も重要である｣ というもので, 商務省はベル・
システムを分割し, 米国機器市場を外国の競合
企業に開放することはアメリカの貿易収支の悪
化につながり, アメリカ経済に影響を及ぼすこ
とを懸念｡ また電気通信政策と ����経営
再編成についての議論は裁判所ではなく議会で
あるべきとの考えに基づくものであった｡ コー
ル, ��～��頁｡��) 名和, 第４章参照｡
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阿部容子 ｢『知的コモンズ』 の囲い込みと共

有レジーム―標準化プロセスの多様化と変

容を中心に―｣ 『立教経済学研究』 第��巻
第１号 ����年
コール, ��編 『����分割後』 情報通信
総合研究所訳 情報通信総合研究所 ����
年

佐藤健一, 古賀正文) 『広帯域光ネットワー

キング技術―フォトニックネットワーク―』

電子情報通信学会 ����年
志田玲子, 白川一郎 ｢米国通信市場における

規制改革―規制産業から競争産業への転

換―｣ 『政策科学』 �(�) ����年
財団法人日本情報処理開発協会先端情報技術

研究所 『情報先進国の情報化政策と我が国

の情報技術開発における重点分野の選択指

針』 ����年
名和小太郎 『変わりゆく情報基盤―走る技術

・追う制度―』 関西大学出版部 ����年
日本経済新聞 『全米に高速光ファイバー網

｢情報ハイウェー｣ 実現へ一歩』 ����年７
月��日
日本経済新聞 『情報スーパーハイウェー構想

米��社が共同事業体』 ����年��月��日
日本経済新聞 『ドキュメント新産業革命 (�)
国際���戦争』 ����年��月８日
藤野仁三 『特許と技術標準―交錯事例と法的

関係―』 八朔社 ����年
松下満雄 『アメリカ独占禁止法』 東京大学出

版会 ����年
宮井雅明 ｢反トラスト法と技術革新－ ｢技術

革新市場｣ 分析をてがかりとして｣ 『立命

館法學』 ������ ����年
宮田由紀夫 ｢米国におけるジョイントベンチ

ャーと技術革新について｣ 『大阪商業大学

論集』 第���号 ����年
宮内充, 河西宏之 ｢ギガビットネットワーク

の展開と課題｣ 『電子情報通信学会誌』 第��巻第５号 ����年
村上政博 『アメリカ独占禁止法』 弘文堂����年
山田肇 『技術競争と世界標準』 ���出版����年
与原裕介 ｢����年前後のアメリカの技術政策
とインターネット｣ 『立命館国際関係論集』

第２号 ����年

立教経済学研究 第��巻 第４号 ����年���
����������������������������������������������������������������



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /Batang
    /BatangChe
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Dotum
    /DotumChe
    /EstrangeloEdessa
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /HatsuonKigoSHB
    /HatsuonKigoSHBBold
    /HatsuonKigoSHBBoldItalic
    /HatsuonKigoSHBItalic
    /HatsuonKigoSHBMedium
    /HatsuonKigoSHBMediumItalic
    /HGGothicE
    /HGPGothicE
    /HGPSoeiKakugothicUB
    /HGPSoeiKakupoptai
    /HGSGothicE
    /HGSoeiKakugothicUB
    /HGSoeiKakupoptai
    /HGSSoeiKakugothicUB
    /HGSSoeiKakupoptai
    /Impact
    /Kartika
    /Latha
    /LucidaConsole
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSansUnicode
    /Mangal-Regular
    /MicrosoftSansSerif
    /MingLiU
    /MnG3-M33
    /MnG3-M50
    /MnG3-M75
    /MnG3-Mzn
    /MnG4-M33
    /MnG4-M50
    /MnG4-M75
    /MnG4-Mzn
    /MnG5-M50
    /MnG5-M75
    /MnG5-Mzn
    /MnG6-M50
    /MnG6-M75
    /MnG6-Mzn
    /MnIpA3-Mzn
    /MnIpA5-Mzn
    /MnIpB3-M50
    /MnIpB3-Mzn
    /MnIpB5-M50
    /MnIpB5-Mzn
    /MnIpC2-Mzn
    /MnIpC3-Mzn
    /MnIpD3-M50
    /MnIpD3-M75
    /MnIpD3-Mzn
    /MnIpD4-M50
    /MnIpD4-M75
    /MnIpD4-Mzn
    /MnIpD5-Mzn
    /MnIpE3-M50
    /MnIpE4-M50
    /MnIpF3-M50
    /MnIpF4-M50
    /MnIpFA-M50
    /MnIpFB-M50
    /MnIpG3-M50
    /MnIpG4-M50
    /MnIpH3-M50
    /MnIpH4-M50
    /MnIpI3-M50
    /MnIpI4-M50
    /MnIpJ1-M50
    /MnIpJ3-M50
    /MnIpK2-M50
    /MnIpK2-M75
    /MnIpK3-M50
    /MnIpK3-M75
    /MnIpL3-M75
    /MnIpM1-M50
    /MnIpN3-M50
    /MnIpO5-M50
    /MnIpP7-M50
    /MnIpQ3-M50
    /MnIpR4-M50
    /MnIpS3-M50
    /MnIpT2-M50
    /MnIpT4-M50
    /MnIpT6-M75
    /MnIpU5-M75
    /MnIpV2-M75
    /MnIpV5-M75
    /MnIpW2-M50
    /MnIpX4-M50
    /MnIpY9-P82
    /MnIpZ1-M33
    /MnIpZ1-M50
    /MnIpZ1-M75
    /MnIpZ1-Mzn
    /MnM2-M33
    /MnM2-M50
    /MnM2-M75
    /MnM2-Mzn
    /MnM3-M33
    /MnM3-M50
    /MnM3-M75
    /MnM3-Mzn
    /MnM4-M33
    /MnM4-M50
    /MnM4-M75
    /MnM4-Mzn
    /MnM5-M50
    /MnM5-M75
    /MnM5-Mzn
    /MnM6-M50
    /MnM6-M75
    /MnM6-Mzn
    /MonotypeCorsiva
    /MP-16DOT
    /MP-16SYS
    /MP-OriginalGaiji
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MS-UIGothic
    /MtnCentury-Bold
    /MtnCentury-Bold-It
    /MtnCentury-Light
    /MtnCentury-Light-It
    /MtnCentury-Medium
    /MtnCentury-Medium-It
    /MtnGothic-Bold
    /MtnGothic-Medium
    /MVBoli
    /NSimSun
    /OCRB
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /PMingLiU
    /Raavi
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


