
１．略　　歴
１９４８年１２月　　大阪市に生まれる
１９７２年３月　　大阪外国語大学ドイツ語学科卒業
１９７５年３月　　大阪市立大学大学院経営学研究科修士課程修了
１９７８年３月　　大阪市立大学大学院経営学研究科博士課程単位修得
１９７９年６月　　大阪市立大学大学院経営学研究科博士課程退学
１９７９年７月　　日本学術振興会奨励研究員
１９８０年４月　　立命館大学産業社会学部助教授
１９８８年８月　　西ドイツボン大学法＝国家学部，国際経済政策研究所に留学
１９８９年７月　　経済学博士（京都大学）
１９９１年４月　　立命館大学産業社会学部教授（現代経済論・日本経済論担当）
２０１４年３月　　学校法人立命館定年退職
２０１４年４月　　立命館大学名誉教授

２．所属学会
社会経済史学会，土地制度史学会，経営史学会，日本経営学会

３．国際交流
１９８９年以後，ベルリン・フンボルト大学経済学部経済史研究所，およびベルリン・自由大学歴史学部マ

イネッケ研究所との間で毎年研究交流を継続した。

４．主な研究業績
　著書
１．『金融資本と社会化：ワイマル初期ドイツ金融資本分析』（有斐閣 vi＋２６１頁）１９８４年１２月（学位論

文・経済学博士）
２．『現代日本資本主義試論：統計による概観』（ミネルヴァ書房 vi＋１６４頁）１９８７年４月
３．The Contemporary Japanese Economy: Between Civil Society and Corporation-Centered Society, 

Springer-Verlag Tokyo Berlin Heidelberg New York, xiv＋226pp, March 2001.
４．『現代国家と市民社会：２１世紀の公共性を求めて』（山口定，中島茂樹，小関素明との共編著，ミネル
ヴァ書房，ix＋３３９頁）２００５年１１月

５．『現代日本経済論：市民社会と企業社会の間』（晃洋書房 x＋２２９頁）２００６年４月
６．『市民社会と独裁制：ドイツ近現代史の経験』（山井敏章共訳，原書Jürgen Kocka, Civil Society and 
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Dictatorship in Modern German History, University Press of New England, Hanover and London, 

2010，岩波書店 xiv＋１８９頁）２０１１年２月
　論文

１．「レーニンの危機認識の展開：先進国革命論を手がかりとして」（『現代と思想』第２４号，青木書店）
２２６-２４２頁，１９７６年６月

２．「共同経済構想の構造と意義：国家独占資本主義体系の先駆的一形態」（『経営研究』第２８巻第２号，
大阪市大）１１５-１３０頁，１９７７年７月

３．「ドイツ社会化法の構造と意義」（『公営評論』第２２巻第１２号，第２３巻第２号，公企業研究調査会）３９-
４５頁，４０-５０頁，１９７７年１２月／７８年２月

４．「社会化構想の諸類型（１）：ワイマル期経済政策序論」（『経営研究』第２９巻第２号）９５-１１０頁，１９７８
年７月

５．「社会化構想の諸類型（２・完）」（『大阪市大論集』第３１号）１-１６頁，１９７８年６月
６．「ドイツ社会民主主義者の社会化構想：現代危機におけるヤヌス」（『科学と思想』第２９号，新日本出
版社）２０５-２２２頁，１９７８年７月

７．「Siemens-Rheinelbe-Schuckert-Unionの成立」（『経営研究』第３０巻第２号）８５-１００頁，１９７９年７月
８．「ワイマル初期ドイツ鉄鋼業の再編成：コンツェルンの形成・展開過程を中心に」（『立命館産業社会
論集』第２６号）３５-８４頁，１９８０年１２月

９．「ワイマル初期におけるAEGコンツェルンの展開」（『立命館産業社会論集』第２９号）１-２２頁，１９８１
年１０月

１０．「ワイマル初期ドイツ化学産業の再編成：『拡大IG』の展開を中心に」（『立命館産業社会論集』第３０・
３１号）２３３-２６４頁，１９８２年３月

１１．「ワイマル初期ドイツ銀行業の再編成：ベルリン大銀行の動向を中心に（『立命館産業社会論集』第
３２号）３３-６４頁，１９８２年９月

１２．「ワイマル初期ドイツ金融資本分析序論」（『立命館産業社会論集』第３４号）１-５１頁，１９８３年３月
１３．「ワイマル初期におけるジーメンスコンツェルンの展開：基幹企業の動向」（『立命館産業社会論集』

第３５号）１０３-１２０頁，１９８３年７月
１４．「現代資本主議論の方法：『高度成長』期の分析視角についての一試論」（『立命館産業社会論集』第２１

巻第３号）４７-６４頁，１９８５年１２月
１５．「現代資本主議論の方法：金融資本の支配構造と民主主義」（『季刊窓』第３号，窓社）１２５-１２９頁，
１９９０年３月

１６．「ドイツ社会民主党新基本綱領と現代の左翼民主主義派」『季刊窓』第４号　窓社　２８７-３０２頁，１９９０
年６月

１７．「ワイマル初期ドイツにおける鉄経済同盟と最高価格制：Eisenwirtschaftsbund覚書（１）」（『立命館
産業社会論集』第２６巻第４号）７１-９１頁，１９９１年３月

１８．「鉄経済同盟へのドイツ金属労働者連盟の代表参加問題：Eisenwirtschaftsbund覚書（２）」（『立命館
産業社会論集』第２７巻第１号）４７-６２頁，１９９１年６月

１９．Contemporary Japanese Economy (1): The Position of the Japanese Economy in the World（『立命
館産業社会論集』第２８巻第４号）pp. ８９-１５８，１９９３年３月
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２０．Contemporary Japanese Economy (2): The Internal Structure of the Large Corporation System（『立
命館産業社会論集』第２９巻第１号）pp. ２０５-２５９，１９９３年６月

２１．Contemporary Japanese Economy (3): The Large Corporation System and the Life of the People
（『立命館産業社会論集』第２９巻第２号）pp. ２１-８４，１９９３年９月

２２．Supplement to My Treatise “Contemporary Japanese Economy”（『立命館産業社会論集』第３１巻第１
号）pp. １３１-１６５，１９９５年６月

２３．An Introduction to the Analysis of Contemporary Japanese Economy: The Development and 
Reorganization of the Large Corporation System（『立命館経営学』第３４巻第５号）pp. ７７-９２，１９９６年
１月

２４．Supplements (No.2) to My Treatise “Contemporary Japanese Economy”（『立命館産業社会論集』第
３３巻第２号）pp. ２７-４７，１９９７年９月

２５．The Problems in the Dissolution Process of the Private Housing Finance Companies (the Jusen): 
From December 1995 to April 1996（『立命館産業社会論集』第３３巻第３号）pp. １-１２，１９９７年１２月

２６．「市民社会と現代日本経済：市民社会と企業社会の間」（『立命館産業社会論集』第３４巻第１号）５１-５９
頁，１９９８年６月

２７．Die Zivilgesellschaft und die gegenwärtige japanische Wirtschaft: Zwischen Zivilgesellschaft und 
Großunternehmen-zentrierter Gesellschaft（『神戸学院経済学論集』第３２巻第３・４号）pp. ２７-
４６，２００１年３月

２８．Civil Society and Contemporary Japanese Economy: Between Civil Society and Corporation-
centered Society（『立命館産業社会論集』第３９巻第１号）pp. ２９-３９，２００３年６月

２９．「市民社会と企業社会の間：現代日本経済の歴史的諸条件」（『２１世紀の日本を見つめる』立命館大学
現代社会研究会編，晃洋書房）３-１５頁，２００４年１０月

３０．「Japan’s Foreign Trade and Direct Foreign Investment in Recent Years: Putting the Relations with 
the US and China in the Center」（『立命館国際研究』第１８巻第１号）pp. １４９-１６５，２００５年６月

３１．「日本の貿易と直接投資の展開：近年の対米・対中関係を中心として」（『立命館産業社会論集』第４１
巻第２号）１-１３頁，２００５年９月

３２．「市民社会と経済的不平等：予備的考察」（『現代国家と市民社会：２１世紀の公共性を求めて』山口
定・中島茂樹・小関素明各氏との共編著，所収 ミネルヴァ書房）２１９-２３８頁，２００５年１１月

３３．「格差と貧困の諸問題：社会的連帯政策を求めて」（上）（『立命館産業社会論集』第４４巻第３号）１-
１９頁，２００８年１２月

３４．「格差と貧困の諸問題：社会的連帯政策を求めて」（下）（『立命館産業社会論集』第４４巻第４号）２１-
３３頁，２００９年３月

３５．「Civil Society and Economic Inequality: Preliminary Essay」（『立命館産業社会論集』第４５巻第１号）
pp. １８９-２０５，２００９年６月

３６．「格差と貧困の諸問題・再論：失業扶助制度の実現を求めて」（『立命館産業社会論集』第４７巻第１
号）１９５-２１１頁，２０１１年６月

３７．「市民社会と現代日本社会：日本近現代史の特質と関連して」（『立命館産業社会論集』第４８巻第１
号）１８１-１９６頁，２０１２年６月
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３８．Re-examining Economic Differentials and Poverty in Japan, in: Karl Hardach (Hrsg.), Internationale 
Studien zur Geschichte von Wirtschaft und Gesellschaft, Teil I, Frankfurt am Main 2012, pp. 635-653.

　翻訳
１．ミヒャエル・シュナイダー「戦争と通貨危機（１９１４-１９２４年）の中のドイツ社会：インフレ期につい
ての最近１０年間の研究状況」（『立命館産業社会論集』第２６巻第１号）１１３-１４６頁，１９９０年６月
（Michael Schneider, Deutsche Gesellschaft in Krieg und Währungskrise 1914-1924. Ein Jahrzehnt 
Forschungen zur Inflation, in: Archiv für Sozialgeschichte Bd.26, Bonn 1986, S. 301-319.）

２．ヨゼフ・フーバー「社会民主主義の将来問題」（『立命館産業社会論集』第２９巻第４号）２８５-３０４頁，
１９９４年３月（Joseph Huber, Zukunftsfragen der Sozialdemokratie, in: Die Neue Gesellschaft 
Frankfurter Hefte, Bonn August 1987, S. 676-685.）

３．ヨゼフ・フーバー「非社会的な社会国家：非連帯と他者押しのけ主義を批判し克服しようとする者は，
古いシステムに固執してはならない」（『立命館産業社会論集』第３２巻第２号）９５-９９頁，１９９６年９月
［共訳］（Joseph Huber, Unsozialer Sozialstaat–Wer Entsolidarisierung und Ellenbogenmentalität 
verhindern will, darf nicht am alten System festhalten, in: Die Zeit vom 19. Januar 1996.）

４．ヨゼフ・フーバー「ヨーロッパにおける持続可能な発展の戦略：産業エコロジーに向けて」（『立命
館産業社会論集』第３２巻第４号）６５-８６頁，１９９７年３月［共訳］（Joseph Huber, Strategies of 
Sustainable Development in Europe: Towards Industrial Ecology, Paper for the Symposium in 

Ritsumeikan University on the 2nd July 1996.）
５．ゲルハルト・シュレーダー「社会的市場経済の真のルネサンス」（『立命館産業社会論集』第３４巻第２
号）１０９-１１７頁，１９９８年９月［共訳］（Gerhard Schröder, Eine echte Renaissance der sozialen 
Marktwirtschaft. Eckpunkte einer sozialdemokratischen Modernisierungs- und Reformpolitik. 

Thesenpapier des wirtschaftspolitischen Diskussionskreises, in: Die Zeit vom 19. September 1997.）
６．ユルゲン・コッカ「市民社会の困難な成立：近代ドイツの社会構造史」（『思想』岩波書店）４９-７０頁，
１９９８年９月号［共訳］（Jürgen Kocka, The Difficult Rise of a Civil Society. Societal History of 
Modern Germany, in: Mary Fulbrook (ed.), German History Since 1800, Arnold 1997, pp. 493-511.）

７．カリン・ハウゼン「『女性問題』は常に『男性問題』でもあった：近代における家族の歴史的位置に
関する考察」（『立命館産業社会論集』第３４巻第３号）１３７-１５１頁，１９９８年１２月［共訳］（Karin 
Hausen, Die “Frauenfrage” war schon immer eine “Männerfrage”: Überlegungen zum historischen 

Ort von Familie in der Moderne. Gesprächskreis Geschichte Heft 7, Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn 

1994, 32S.）
８．アンドリュー・セイヤー「モラル・エコノミーと政治経済学」（『立命館産業社会論集』第３５巻第１
号）１９５-２１６頁，１９９９年６月［共訳］（Andrew Sayer, Moral Economy and Political Economy, Paper 
for the Colloquium in Ritsumeikan University on the 18th December 1998.）

９．ジョン・アーリ「マス・メディアと世界市民性」（『立命館産業社会論集』第３５巻第２号）１５５-１７５頁，
１９９９年９月［共訳］（John Urry, Mediating Global Citizenship, Paper for the Colloquium in 
Ritsumeikan University on the 15th May 1999.）

１０．トニー・ブレア「第三の道：新世紀のための新しい政治」（『立命館産業社会論集』第３５巻第４号）
１２１-１３９頁，２０００年３月［共訳］（Tony Blair, The Third Way: New Politics for the New Century, The 
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Fabian Society, London 1998, pp. 1-20.）
１１．ユルゲン・コッカ「歴史的プロジェクトとしての市民社会：近代ヨーロッパの比較史的研究」（『立

命館産業社会論集』第３７巻第３号）１４７-１５７頁，２００１年１２月［共訳］（Jürgen Kocka, Zivilgesellschaft 
als historisches Projekt: Moderne europäische Geschichsforschung in vergleichender Absicht, in: 

Europäische Sozialgeschichte, Festschrift für Wolfgang Schieder, Hrsg. C. Dipper, L. Klinkhammer und 

A. Nützenadel, Duncker & Humblot, Berlin 2000, S. 475-484.）
１２．ユルゲン・コッカ「歴史的問題および約束としての市民社会」（『思想』岩波書店）３４-５７頁，２００３年

９月号［共訳］（Jürgen Kocka, Zivilgesellschaft als historisches Problem und Versprechen, in: 
Manfred Hildermeier, Jürgen Kocka, Christoph Conrad (Hg.), Europäische Zivilgesellschaft in Ost 

und West. Begriff, Geschichte, Chancen, Campus Verlag, Frankfurt/New York 2000, S. 13-39.）
１３．ユルゲン・コッカ「市民社会の歴史的展望」（『立命館産業社会論集』第３９巻第４号）２２３-２３３頁，
２００４年３月（Jürgen Kocka, Zivilgesellschaft in historischer Perspektive, in: Forschungsjournal Neue 
Soziale Bewegungen, Jg.16, Heft 2, Juni 2003, S. 29-37.）

１４．ユルゲン・コッカ「市民社会と政治の役割」（『立命館産業社会論集』第４０巻第１号）１９７-２０３頁，
２００４年６月（Jürgen Kocka, Civil Society and the Role of Politics, in: Gerhard Schröder (ed.), 
Progressive Governance for the XXI Century. Contribution to the Berlin Conference, München 2002, 

pp. 27-35.）
１５．ユルゲン・コッカ「市民と市民性の意味変換について」（『立命館産業社会論集』第４５巻第２号）７５-

８４頁，２００９年９月（Jürgen Kocka, Bürger und Bürgerlichkeit im Wandel, in: Aus Politik und 
Zeitgeschichte [Das Parlament], 9-10/2008, 25. Februar 2008, S. 3-9.）

１６．ドイツ連邦政府の第３回「貧困と富裕に関する報告」［抄訳，上下，労働・社会省作成，２００８年７月発
表］（『立命館産業社会論集』第４５巻第３号）８３-１０５頁，２００９年１２月（『立命館産業社会論集』第４５巻第
４号）１２３-１４３頁，２０１０年３月（Lebenslagen in Deutschland. Der 3. Armuts- und Reichtumsbericht 
der Bundesregierung, Bundesministerium für Arbeit unf Soziales, Juli 2008，の抄訳）

　資料整理・史料紹介
１．「現代日本資本主義試論（１）」（『立命館産業社会論集』第２２巻第１号）７３-１４６頁，１９８６年６月
２．「現代日本資本主義試論（２）」（『立命館産業社会論集』第２２巻第２号）１２７-１７２頁，１９８６年９月
３．「鉄経済同盟（Eisenwirtschaftsbund）覚書（３）」（『立命館産業社会論集』第２７巻第２号）７３-１１６頁，
１９９１年９月

４．「鉄経済同盟史余滴－Eisenwirtschaftsbund覚書（４）」（『立命館産業社会論集』第２７巻第３号）１１３-
１２４頁，１９９１年１２月

　書評・紹介
１．H.A. Winkler, Von der Revolution zur Stabilisierung. Arbeiter und Arbeiterbewe-gung in der 

Weimarer Republik 1918 bis 1924, Berlin/Bonn 1984（『立命館産業社会論集』第２１巻第１号）pp. 
１８７-１９４，１９８５年６月

２．G.D. Feldman/I. Steinisch, Industrie und Gewerkschaften 1918-1924. Die über-forderte 
Zentralarbeitsgemeinschaft, Stuttgart 1985（『立命館産業社会論集』第２３巻第１号）２３９-２４５頁，１９８７
年６月
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３．上条勇『ヒルファーディングと現代資本主義：社会化・組織資本主義・ファシズム』梓出版社　
１９８７年（『立命館産業社会論集』第２４巻第１号）１７５-１８２頁，１９８８年６月

４．小坂直人『第三セクターと公益事業：公益と私益のはざま』（『立命館産業社会論集』第３６巻第１号）
１６５-１６８頁，２０００年６月

５．Emmeram Weis, Entstehung und Entwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung in Japan bis 
1945; die Arbeiterrentenversicherung von 1942 im Vergleich mit dem deutschen Vorbild, München 

2001, 420S., in: Archiv für Sozialgeschichte, 42. Band, 2002, pp. 653-655.

６．A.ゴードン『日本の２００年：徳川時代から現代まで』上・下，森谷文昭訳，みすず書房，２００６年（英
文原著２００３年刊行）『立命館産業社会論集』第４４巻第２号，１４１-１４７頁，２００８年９月

　その他
１．［覚書］「市民社会概念に関する覚え書：平田清明氏の見解を中心に」（『立命館産業社会論集』第３１巻
第４号）５９-７０頁，１９９６年３月

２．［研究紀行］「ベルリンの冬とラインの春」（『立命館産業社会論集』第３２巻第１号）１３３-１４９頁，１９９６
年６月

３．［覚書］「１９９０年代末の不良債権問題」（『立命館産業社会論集』第３５巻第４号）１４１-１４５頁，２０００年３
月

４．［古典案内］「ツキジデス『戦史』と歴史認識」（『立命館産業社会論集』第３７巻第１号）１６９-１８０頁，
２００１年６月

５．［覚書］「日本の戦後史・断想：『昭和天皇』『敗北を抱きしめて』『歴史としての戦後日本』を読了し
て」（上・下）（『立命館産業社会論集』第３９巻第２号，１６１-１７４頁，第３９巻第３号，２０５-２１５頁）２００３
年９月・１２月

６．［覚書］「日本の戦後史・断想（２）：国家・市場・市民社会」（『立命館産業社会論集』第４１巻第３号）
１８５-２０１頁，２００５年１２月

７．［紹介］「M.ヴェーバーと経済倫理：主要五論文を中心として」（『立命館産業社会論集』第４３巻第３
号）１０７-１３２頁，２００７年１２月

８．［覚書］「J.J.ルソーの所有問題について：主要三著作を中心として」『立命館産業社会論集』第４３巻第
４号，pp. １７５-１８５，２００８年３月。

９．［覚書］「日本近代史断想：岩波新書〈日本近現代史〉１～６を読む」（『立命館産業社会論集』第４４巻
第１号）１９７-２１８頁，２００８年６月

１０．「貧困問題のアポリアと「富裕・中間層」社会」（『書斎の窓』６０９号，有斐閣）６２-６６頁，２０１１年１１月
１１．「失業扶助制度のすすめ」（『書斎の窓』６２２号，有斐閣）４９-５３頁，２０１３年３月
１２．［覚書］「東アジア・イデオロギー断想」（『立命館産業社会論集』第４９巻第３号）１４７-１６４頁，２０１３年
１２月
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