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〈論 説〉

発展途上国民の低所得

冨 岡 倍 雄

1.は じめ に

今 日 「南北問題」 といわれ てい るものには,南 北 間の所得格差,途 上国の工

業化,貿 易 と累積債務,そ れ らに まつわ る国際関係な ど,実 に多岐にわた る内

容 がふ くまれてい るが,本 稿 は これ らのなかの所得の南北格差 を と りあげてそ

の本質を考察 しようとす る もので ある。

z発 展途上国民の貧困

南北 間 の所 得 格 差 を考 察 す るに あた って ひ とが まず 頭 に うか べ るのは,途 上

国 の都 市 お よび そ の周辺 に蝟 集す る貧 困層,す な わ ち失 業者 や いわ ゆ る イ ソフ

ォーマル ・セ クター での就 業 者 た ち,の 姿 で あ ろ う。 一 般 の旅 行 者 が は じめ て

途L国 を お とず れ て 「南 の貧 困」 を実 感 す るの も こ うい うひ とび とを 目撃 す る

と きで あ る。

だが この種 の貧 困 は イ ギ リス に発 生 した 機械 制 大 工業 経 済 が経 過 的 に もつ …

般 的 な属性 ともいえ る もので あ って,か つ てK.ポ ラニ ーが 「貧 困 の重大 性 が

認識 され た とき,19世 紀 の舞 台 が しつ らえ られ た。 転 換期 はほ ぼ1780年 あ た り

で あ った。 貧 困救 済 は ア ダム ・ス ミス の偉 大 な著 書(1776)に お い て は,ま だ

ま った く問 題 に され なか った が,そ のわ ずか10年 後 に は タ ウ ンゼ ン トの 『救 貧

法 論 』(1786)に おい て主 要 問 題 と して と りあ げ られ,そ の後1世 紀 半 にわ た

って人 々の心 を 支 配 して や まな か った」[1]と のべ た よ うに,資 本 主義 経 済

は ま さに さ まざ まな形 態 の 貧 困を うみ だ して,そ れ が また経 済学 の重 要 な関心

対 象 の ひ とつ を しめ て きた の で あ った。 と りわ け 日本 な どの後 進 資本 主 義 国 の
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経 済 学 者 に と って は ・そ れ はむ しろ 主要 課 題 の ひ とつで さえ あ ・.たの であ る。

勿 論 今 日の途 上 国 にみ られ る この種 の貧 困 に は現 代 世 界経 済 に 固有 の諸 特性 が

同時 的 に反 映 され て い るか ら,そ れ が 過 去 の現 象 の単 純 な繰 り返 しであ る とは

いえ な いが,経 済学 に と って原理 的 に あ た ら しい 問題 をふ くん で い る とは ただ

ちに は い いが た い。 経 済学 に とって南北 問 題 な ど とい うもの は存 在 しな い,と

ひ とが い うと き,か れ は この 種 の貧 困 を念頭 に お い てい るの であ って
,実 は 南

北 問 題 と して取 り扱 わ れ るべ ぎ貧困 は これ とは別 種 の 貧 困 なの で あ る。

南北 問 題 の___.と して取 り扱 われ るべ き国際 比較 上 の貧 困 をか んが え る場 合

に は,貨 幣経 済 の進 展 に と もな う貧 困 一般 を念頭 に お くの で は な くて r当 然,

現 実 に途 上 国 の経 済 の基 幹 部 分 をに な って い る生 産 的 活動 者 層 の ,先 進 国 の お

な じよ うな層 と比 較 しての,貧 困 を 対 象 と しなけ れ ば な らな い。 そ してそ の場

合に はx問 題 は それ ほ ど単純 では な くな って くる。

た とえば 途L国 般 の 農民,労 働 者,サ ラ リー マ ソの生 活 をみ る と,か れ ら

は 別段 み じめ で悲 惨 な 生活 を して い るわ け では な く,む しろ 生活 の伝 統 的 な 多

彩 さ と余裕 とを もっ たそ の衣 食住 の条件 は意 外 に ゆ たか で あ る こ とを お お くの

観 察 者 は み とめ て い る(た とえば 「2])。R.G.ウ ィル キ ン ソソは 「西 欧 人 の

目に は 丁 化 以 前 の あ らゆ る社 会 は 貧 しくみ え るだ ろ うが,生 態 系の 均衡 が 充

分に維 持 され て い る状態 で生 活 して い る社 会 では,症 観 的 に は貧 困 を 実 在す る

もの と感 じて い な いだ ろ うとい うこ と も明 らか で あ る」 「3]と のべ てい るが ,

そ してf19世 紀 以 後資 本 主義 的世 界経 済 に ま きこ まれ て きた 途 上 国がrr業 化

以 前 」 の 「生 態 系の均 衡 が 充分 に維 持 され て い る状 態 」 にあ るな ど とい うこ と

は 全 然 あ りえ ない こ となの では あ るが,か れ の い うよ うにx非 ヨー ロ ・ソバ人 の

お お くのひ とが 「主観 的 には 貧 困 を実 在 す る もの と感 じてい な い」 こ とは事 実

とい って よ く,実 際 か{に は飢 餓 もな く,寒 さ もな く,都 市 ス ラ!、にみ ら

れ る よ うな非 衛 生 す らない とい って よい。 そ のか れ らを 一般 的 に 「まず しい」

と きめ つ け る のは …種 の 偏 見,も しくは誤 解,で あ って ,そ こに は米 と魚 の 日

本 食 を 「まず しい食 物」 とお もい こん で きた近 代 日本知 識 人 の偏 見 と誤 解 と ま

った く軌 を一 にす る もの が あ る とい うこ とが で きる。 こ こでは文 化 の違 いが 貧
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富 の 格差 と錯 覚 され て い るの であ る。

そ の うえ,実 際 に途 上 国 で は過 去100年 くらい の あ い だ に軽1;業 の 一 定 の発

展 が み られ}こ の 間生 産 的 活動 者 た ち の生 活 内容 も当 然変 化 し,そ の 実質 所 得

水 準 はL昇 して きて い る。そ もそ もIl業 経 済 の進 展 が相 対 的 な貧 富 格差,失 業,

労働 者 の酷使 な どを うむ と同 時 に一 般的 な実 質 賃 金 の上 昇 を も もた らす ことは

か の マ ル クス もか た って い る ところ であ るが,事 実,お お くのひ とが 気づ い て

い る よ うに近 年途 上国 民 の服 装 に い ち じる しい変 化 がみ られ,こ れ が途 上 国 に

おけ る繊 維 産 業 等 の発 展 に よ る実 質 賃 金 の上 昇一一一一賃 金 の使用 価 値 的 内容 の豊

富 化一 一 に よる もの で あ る こ とは あ ぎ らか で あ る。 途 上 国 の現在 は先進 工業 国

の発 展 の対極 と して の貧 困 の蓄 積 で しか ない,と い うG.フ ラ ソ クの 「低開 発

の 発展 」 論 は,工 業経 済 の進 展 が うむ 相対 的 な 貧富 格 差 や失 業 な どに のみ 着 目

して,全 体 的 な実 質 賃 金 の上 昇 とい う事 実 をみ うしな った もの とい うこ とが で

きるだ ろ う。 これ に 対 して,途 上 国 の経 済 を あつ か う経 済学 者 が 通常 近 代 部 門

の 賃金 水 準 を伝統 部 門 の それ よ り上位 に お くのは こ う した 社 会変 化 の過 程 の理

論 的 な表現 と解 す る こ とが で きる。 実際,戦 前の 日本 の 女 子労働 者 の悲 惨 さを

か た ー,たもの と して有 名 な 『女 工 哀 史』[4]を み て も,工 女た ちが 意 外 に 多

額 の現 金 収 入 を えて い た こ とが わか り,こ う した理 論 的 な扱 いが 妥 当性 を もつ

こ とを確 認 す る こ とが で きるの で あ る。

さて,以 上の よ うな予 備 的 考察 を も とに して,わ れわ れ が資 本 主 義経 済 とよ

ん でい る ものが うみ だ す 固有 の国 内的 相 対 的 貧困 を 途 上国 の現 状 か ら捨 象 し,

またわ れ われ が 無意 識 につ よ く影 響 され てい る西欧 的価 値 基 準 に よる思考 の歪

み を修 正 して,あ らため て途 上 国民 の生 活 を 直視 して み る と,そ こには と りた

てて 貧 困 とい うべ き もの は な くな って しまい,南 北 問題 とはや は り… 個 の虚 構

で しか なか った のか,と い うこ とに な りかね な いが,勿 論 そ うで は な い。途.L

国 のひ とび との伝 統 的 生活 を 一概 に まず しい ときめつ け て しま うの は誤 りで あ

る と して も,先 進 国民 の 生活 と途 上 国民 の生 活 とのあ い だに な ん らの格 差 もな

く,後 者の改 善 の必 要性 が な い な ど とは いい え な い。 す なわ ち,今 日の われ わ

れ の 日常生 活 で必要 不可 欠 とお もわ れ るお お くの ものが 途 上 国に おい ては 決定
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的 に欠 如 また は不足 して い るの で あ る。 ひ とに よってそ の 感 じ方 に 多少 の差 は

あ るに せ よ,掃 除機,洗 濯機,冷 蔵庫,テ レビな どの家庭 用 電 気 製品 や 自動 車

な どの耐 久消 費財 は 今 日の先 進 国 の労 働 者,農 民,サ ラ リーマ ンに と っては ほ

とん ど生 活必 需 品 で あ り,こ れ の ない生 活 はか ん が え られ な くな って きて い る
。

そ して途 上 国 の労 働者i農 民,サ ラ リーマ ンの 日常 生 活 では これ が 決 定的 に 欠

如 また は 不足 して い る ので あ って,ま さにそ こに途 上 国 民 の貧 困 をみ る こ とが

で きるの で あ る。 それ ば か りでは な い。 ガ ス,上 下 水道,電 気 の 供給 の不 充分

さは途 上 国で の生 活 を低 衛 生 的 で 暗 い もの に して い るのみ な らず ,電 話,交 通

機 関,医 療機 関 の未 発達 は ひ とび との安 全 な 日常 生 活 の保 証 を さえあ や ぶ ませ

て い るので あ る。 い ってみ れ ぽ,南 の ひ とび とは 今 日先 進諸 国民 に とって必需

品 と され て い る耐 久消 費 財や か れ らの生 活 を 安 全か つ快 適 な ら しめ て い る公 共

サ ー ビスー一 ひ ろ い意 味 で の イ ソフ ラス トラ クチ ュアの充 足一 一一か ら疎 外 され

てい るの であ る。 す な わ ち,南 北 問題 に お け る,し た が って本稿 にお け る,本

来 的 な意 味 で の 国際 的 貧富 格 差 とは あ の善 意 の ひ とG.ミ ュル ダールす ら

が い うよ うな[5]一 一一南 の ひ とび とが 肉食 を しな い とか靴 をは か な い とか と

い う問 題 では な くて,ま さに産 業 革命 以後 の機 械 制 大 工 業 の産物 た る耐 久消 費

財 と公 共サ ー ビスの消 費 に おけ る国際 的 格 差 に ほか な らな い。 勿論,途 上 国 の

「近 代化 」 の過 程 で よ りお お くの富 を えた ものほ どこれ らの 財 を よ りおお く消

費 し うる とい う意 味 で はそ れ は 国 内的 な 貧富 格差 を しめ す 指標 で もあ るが,同

時 に,そ の富 者 も途 上 国 に い るか ぎ りは公 共 サ ー ビス の先進 国 なみ の 消費 を 享

受 しえな い とい う点 では,そ れ は 先進 国 と途上 国 とのあ い だ の貧 富格 差 を しめ

す 本来 的 指標 た る こ とに かわ りは な い の であ る。

3.発 展途上国民の低所得

耐久消費財 と公 共サー ビスの低消費 とい う途上 国民の貧困の本質は,い わ ば,

途上 国民 の低所得の実物 的な内容であ る。この実物的な内容は,所 得の面では,

現在 の途 上国民の平均的所得水準では 日常生活用消費財は十分消費 しうるが耐

久消費財 と公共サ ー ビスは先進 国民 に比 して きわめて不 十分に しか消費 しえな
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い,と い う風 にあ らわ れ る。 あ る いは,日 常 生活 用 消費 財 の価 格 は 平均 的 な途

上 国民 の生 活 を 「まず し くな い」程 度 に維 持 し うる適 度 の水 準 に あ るが,耐 久

消 費財 と公 共 サ ー ビスの価 格 は平 均 的 な先 進 国 民 の消 費 に比 して い ち じる し く

まず しい程 度 に しか 消 費 で きない ほ どた か い水 準 に あ る,と い うこ とに な る。

簡 単 に い えば,途 上 国に お い ては,日 常 生活 用 消 費 財 の価 格 は平 均 的所 得 に み

あ った 水 準 に あ るが,耐 久消 費 財 と公 共 サ ー ビスの価 格 は それ に比 して割 高 だ,

とい うこ とで あ る。 勿論,日 常 生 活 に必 要 不 可 欠 とな って い るバ スな どの公 共

サ ー ビスは,途 上 国 に お いて も通 常 は,所 得 に み あ う料 金 で提供 され て い るが,

これ は政 策 的 な結 果 であ り,そ の サ ー ビス水準 も きわめ て 劣悪 であ る こ とは よ

く しられ て い る ところで あ る。

途 上 国 民 の低 所得 といわれ る ものの こ うした性 格 は所 得 を統 計 的 に 比較 す る

際 に しば しば実 感 され る。 す な わ ち,「 為 替 レー トで1人 当 た りGNPを 比 較

す る と,発 展途 上 国 の 多 くは わ が 国の10分 の1程 度 とな る。 しか し,現 地 へ行

ってみ る と,そ の貧 しさの度 合 い は統 計 の示 す ほ どで は ない と感 じる こ とが 多

い。 そ の原 因 は為 替 レー トで換 算 した発 展途 上 国 の生 活必需 品 の価 格 が 日本 に

比べ て著 し く低 い とい うこ とに あ る」[6]と い われ る よ うに,こ の問 題 で は

統計 と実 感 とのあ い だ にか な りの乖離 がみ られ る。 勿 論 これ に はGNPそ の も

の の性 格 が 介在 してい るか ら,賃 金統 計 で比 較 すれ ば 乖 離 は な くな るは ず で あ

るが,乖 離 そ の ものはや は り存 在す るの で あ る。 つ ま り,衣 食 な どの 日常的 生

活 必需 品 につ い て は,為 替 レー トで換 算 した所 得 が ひ くけ れ ばひ くい な りに そ

の価 格 もひ くくな ってい るか ら,失 業 者 や半 失 業 者 な どを のぞ く一般 の ひ とび

とはそ れ な りの生 活用 消 費財 は消 費 してお り,統 計 が しめ す ほ どの 「貧 困」 が

そ こには 感 じられ に くいの で あ る。

こ う した事 情 は,さ しあた っては,つ ぎの よ うに説 明す る こ とが で きよ う。

す な わ ち,「 貧 しさ の度 合い は統 計 の示 す ほ どでは な い」 とい うこ とは,途 上

国に お い ては 日常 生 活 用 消費 財 の価 格 は そ の平均 的所 得 に み あ って い る,こ と

を意 味 して い るが,だ か ら,も し諸 国民 の生 活 が こ う した 日常 的 生 活必 需 品 の

み に よって な りた って いた とす れ ば,所 得 と物 価 が 比 例的 に変 化す る通 貨交 換
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率 が 成 立 し・ そ こに は 国際 的 所 得 格差 な ど とい う問 題 は お こ りえな い はず ,と

か んが え る こ とが で きる。 とこ ろが,現 実 に は耐 久 消費 財 や 公 共 サ ー ビスが 途

と国に も部 分的 に で は あれ 導 入 され て お り,し か もそれ らの価 格 は 生 活必 需 品

を もって構 成 され る途1二国 の価 格 体系 に と って は な お外 在的 であ り,し た が っ

て途 上 国民 の 平均 的所 得 に比 して は い ち じる し く割 高 で あ る
。 そ して その こ と

が通 貨 の 交換 率 に 影響 を あた え る こ とに よ って国 際的 所 得 格 差 な る もの を つ く

りだ し,統 計 と実 感 との乖 離 を うみ だ して い るの で あ る。

これ ら耐 久消 費財 と公 共 サ ー ビス とは イ ギ リスの産 業革 命 以 後 世界 的 に 普 及

した機 械 制 大 工業 の産 物 であ る。 欧 米 に お け る 工業 の発 展 と生産 性 のh昇 とが

欧米 人に よる これ らの財 の消 費 を可 能 と しそ の普 及 を もた ら した ので あ り,途

上 国民 が そ の 消費 か ら疎 外 され て い る こ とが そ の 低 所 得 の 内 実 な の で あ るか

ら,結 局 の ところ,今 日の 南北 間 の所 得 格 差 は機 械 制 大T二業 の産 物 で あ る,と

い うこ とが で き る。

実 際 工業化 の は じまる以 前 の世 界 で は,ひ とび との生 活 は地 域 の 自然 や 風

上 と伝 統 的 慣 習 に よ って 規定 され,し たが って ひ とび との 日常 生 活的 消 費 内 容

の 地域 差 はお お きか った にせ よ,そ の地 域 差 はあ きらか に 「文化 の違 い」 で あ

って,そ こに は 量的 な 尺度 に還 元 して比較 秤 量 し うる 「所 得 格薙 」 な ど とい う

ものが あ りうるはず は なか った といえ よ う。18世 紀 の ヨー ロ ッパ の農 民 が同 時

代 の ト・レコの農民 よ りゆ たか であ った,な ど とい う 一般 論 は到 底 成立 し うる も

の とは い え ない。 さ きに み た よ うな,為 替 レー トで換算 した途 ヒ国民 の 所 得 が

ひ くけれ は ひ くいな りに生 活 必需 品 の価 格 もひ くくな って いて ,こ のか ぎ りで

は所 得 格 差が み られ な いTと い うと ころ に もそ うした事情 が あ らわ れ て い るの

であ る。 勿 論 生 活 必需 品 とい って も,た とえ ば米 と魚 を 主 食 とす る よ うな 国

で 牛 肉 の価 格 が相 対 的 に たか くな る こ とは あ るだ ろ うが ,そ の場 合 には 牛 肉 は

そ の 国 の生 活必 需 品 とは い え ない。 要 す るにr生 活 様 式 の違 いは 「格 差 」 を つ

くらず,統 計的 に も 「格 差 」 とな っては あ らわ れ て こな いはず の もの な の で あ

る。

ところ が・ 産業 革 命が機 械 制 大 工業 とそ の産 物 を この世 に お く りだ してあ た
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ら しい消 費構 造 と価値 観 一一あ た ら しい文 明 … をつ く りだ し,そ の文 明が世

界 を征 覇 す る よ うに な った と き,こ の生 産 様 式 を うけ いれ た国 とそ うで な い国

とで の 人び との あ いだ に,こ の あ た ら しい産物 の 消費 を め ぐって の 「格 差Jが

つ く りだ され た。 す なわ ち,安 価 で色彩 ゆ たか な衣 類 の 消費 量 の差,時 計,カ

メラ,玩 具,さ らには ラ ジオ,テ レビ等 の 工業製 品 の普 及量 の差,鉄 道,電 信,

電 話等 の公 共 サ ー ビスへ の投資 量 の差 で あ る。 今 日,繊 維 部門 の機 械 化 は世 界

的 に進 展 し,繊 維 製 品 に つい て の 消費量 に おけ る格 善 は ほ とん ど 目だた な くな

って い るが,そ して玩 具 や ラ ジオ な ど もお な じ道 をあ ゆみ つ つ あ るが,そ の他

の機 械 製 品,高 度 技 術製 品,公 共 サ ー ビス の消費 格 差 は依 然 と して存 続 してお

り,こ れ らの財 の所 得 に比 して の相 対的 価 格 差 こそが 購 買 力平価 でみ た 南北 間

の所 得 格 差 の 内容 を な して い るの であ る。

4.所 得 と価格体系

産 業 革 命 に よ って つ く りだ され た この 国際 的所 得格 差 の性 格 を究 明す るた め

に,非 常 に単 純 な モ デル をつ か って所 得 と価 格 の関 係 をか んが え てみ よ う。

まず,2財 を生 産 す る 自給 自足 的 な国 を想 定 しよ う。2財 とい う点 を の ぞけ

ば この よ うな 国 の想定 は それ ほ ど不 自然 な もの で は ない。 人間 は お おむか しか

ら貿 易 に依 存 して きた こ とは事 実 だが,商 業 都 市 国家 な どの少 数 の例 を の ぞけ

ば,古 来 「くに」 は 基本 的 な社会 的再 生 産 が 貿 易な しで 可能 で あ る よ うなか た

ちでつ くられ て ぎた こ と も事実 とい って よい。 そ して,こ の よ うな国 で の ひ と

び との消 費構 造 は そ の 国 内生産 の構造 に規 定 され る,と か んが え る こ とが で き

る。

い ま この 国 に お い て2種 類 の 財 が そ れ ぞ れG1単 位 とG2単 位 生 産 され る と

すれ ばfそ して この 国が 安 定的 に存続 して い る とす れ ば,こ の 国 の消 費構造 は

このG1とG2と に よ って規 定 され る。 す な わ ち,こ の 国民 の生 活 は この2財

の年hの 生 産 量G1+G2を 基礎 と して くみ た て られ,次 年 度 で の 再生 産 用 の控

除 や拡 大再生 産 用 の貯 蓄,お よび政 治的 費 用 や 災害 用 の備 蓄 を 度 外視す れ ば,

これを就業 人・Lで 除 した ものG'捨 ヵミこの国の国民の 一家 計当た りの榊
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的消費量 となるはず であ る。 同時に これは この国民の一家計当た りの標準的所

得の実物的内容を もしめ して いる。

この よ うな生産 と消費の関係が順 当に成立す るためには,そ れに応 じた分業

と交換 がお こなわれていなければな らない。すなわち,就 業人 口LがG1を 生

産す るL1とG2を 生産す るL2と にわかれ,そ れ ぞれが 自己の消費量を こえ る

余剰 部 分G・(LIL)-G1紗G2(1一 セ)Lこ だ し,こ の交 換 が

実現 され る こ とに よ つてG1+GZLと い う頬 所 得 カミ現 実化 され る.

そ して この交 換 が実 現 す るため に はrそ れ ぞれ の生産 部 門 の就 業 者 の貨 幣所

得 とそ れ ぞれ の生産 部 門 か ら交換 に だ され る財 の価 格 とが 全 交換 が過 不足 な く

お こな われ うる よ うに きめ られ て い なけ れ ば な らな い。 貨 幣 は,こ こで は,こ

の よ うな流 通 を媒 介 して分 配 を完 結 せ しめ るた め に も っ とも合理 的 な 交換 の比

率 を表 示 す る手段 と して のみ 存在 す る。 日常 的 に は この逆 の こ とが お こ って い

るの をわ れ われ は 目に して い るが,論 理 的 な順序 と しては,ま た 歴 史的 に み て

も,さ しあた っては,物 的 な関係 が 先行 しrそ の関 係 が 完結 す る よ うに貨 幣 が

機 能 す る,と み るべ きであ る。 だ か ら,貨 幣 は 金 に代 表 され る特定 の商 品 で あ

って も よい が,金 が この よ うな貨 幣 の役 割 をに な い うるのは 所詮 は金 とい う財

貨 に対 す る流 通 上 の信 用 とそ の素 材上 の便 宜 とに基 づ くもの であ る以 上,そ れ

は信 用 あ る政 府 の 発行 す る紙 幣 で あ って も よい こ とに な る。 む しろ,財 の 生産

と分 配 と消費 を媒 介す る潤滑 油 と して の貨 幣 は,そ れ 自体 の生産 と分 配 と消費

を考 慮 す る必 要 の ま った くな い紙幣 とい う形 態 を とる こ とに よって,は じめ て

純 粋 に機 能 し うる とい うこ と さえ で き よ う。 また,当 然,こ こで は資 本 と して

の貨 幣 の役 割 も度 外 視 され る。

す な わ ち,2財 の単 位 当た りの価 格 を それ ぞ れ,P1,P2と す れ ば,こ のP1

とP2と は楊 にだ され るG1紗G2セ との交鄭 過不 足な く完結す るよ うに

き ま って くるはず で あ る。 だ か ら,

G・LzPIL-G2セP2
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.RL壺/G1
"P

2㎜『L2/L1

とな って,価 格 体系 は 各部 門 の労働 生 産性 に反 比例 して きま って くる。

そ して この場 合,

GIP
L1'-GZPLZz

とな るか ら,も し所 得 が生産 性 にみ あ って い る とす れ ぽ両 部 門 の貨 幣額 であ ら

わ した一 家 計 当 た りの所 得 は ひ と しくな り,か つ,

豊P1一 豊P2-K

とおけ ば,

GIP1=・LIK,G2P2=L2K

とな り,こ れ を この 国 の 一 家 計 当 た りの 標 準 的 消 費 の 貨 幣 的 表 現 で あ る と ころ

のGIP1圭G2P2}こ 代 入 すれ ば ・

GIP1十G2P2 =LIK十L2K,=(L1十L2)K=K
LLL

とな り,一 家 計 当た りの貨 幣所 得 がそ の 国 の一家 計 当た りの標準 的 消 費額 にみ

あ って い る こ とがわ か る。

ここで,こ の 国 の生産 力が上 昇 して同一 の生産 人 口が従 来 の2財 の生産 水 準

を お とす こ とな しに第 三 の あた ら しい財G3単 位 を生 産 し消 費 し うる よ うにな

った とす る と,ど の よ うな事 態 が お こるで あ ろ うか。

まず 嫁 計 当 た りの標 準的 消費 はG1+G2L+G3と な り,こ れ ら3財 の価 格 を

そ れ ぞ れpユ,p2,p3と す る と,こ の 消 費 を 貨 幣 的 に 表 示 した も の は

G・P・+G響2+G3P3と な る
.

そ してこの標準的消費が市場を とお して完全に実現 され るためには,こ れ ら

の価格 のあいだには,
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G1セP1-G2Lp2

1G
ILp-G31-P3L

G2セP2-G3セP3 (L=11+12+13)

と い う関 係 が な りた た ね ぽ な ら な い 。 こ こ か ら,

_G2G3GIG3GIG2
P':P2:P3τ τ:τ'1

3:τ τ

とな り,当 然 の こ とな が ら各部 門 の生産 性 が 上 昇す る とそ の部 門 で生産 され る

財 の価 格 が 相対 的 に さが る ことが わ か る。 また上 式 か ら,

G1 _G2_G3

TrP1τP2τP3

が え られ るか ら,こ こで も貨幣額 で あ らわ した一 家 計 当 た りの所 得 は全部 門 で

ひ と しくな る。 か つJこ れ をkと おけ ば,

Glpl瓢11k,G2p2・=12k,G3p3=13k

とな り,こ れを この場合 の一家計 当た りの標準的消費 の貨幣的表現である とこ

ろ のGIP'+G響G3P3に 代 入 す れ 寺ま,

GIP1+G雲2+G3P3
-1ユk+1砦+13k-k

とな ってrこ こで も一 家 計 当た りの貨幣 所 得 が 一家 計 当た りの標 準的 消 費額 を

み た し うる もので あ る こ とがわ か る。

す なわ ち,以 上 の考 察 でわ か る ことは,一 国 の再 生産 が安 定 的 に継 続 され て

い る場 合 に は,消 費 はそ の生 産 的 諸条 件 こ こでは 労働 の生 産性 で表 現 され

て い る に よ って規 定 され,ま た,価 格 体 系 もそ の よ うな 消費 が標 準 的所 得

で可能 とな る よ うに き まって くる,と い うこ とで あ る。 一 定 の生産 諸 条 件 の も

とで消 費 と所 得 水 準 と価格 体 系 とは三 位 一 体的 に きま って くるの であ る。 うえ
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の例 にお け る第 三の あた ら しい財 を産 業 革命 に よって うみ だ され た工業 製 品 で

あ る とす れ ば,工 業 の成 立 した 国で は,そ の 工業 の産 物 が そ の国 民 の消 費 内容

を構 成 し,価 格 体 系 も,一 家 計 当た りの標 準 的貨 幣所 得 でそ の 消費 が 可能 とな

る よ うに,形 成 され て くる。 逆 に,工 業 の成 立 してい な い国 で は 当然 丁業 製 品

は標 準的 な家 計 の消 費 内容 を 構成 せ ず,価 格 体 系 も,し たが って標 準 的 な貨 幣

所 得 も,工 業 製 品 を除 外 して きま る,と い うこ とが で きる。

この こ とは,オ ース トラ リアや ニ ュー ジ ー ラ ン ドとい った農 業 国 の所 得水 準

が なぜ たか い のか,と い う疑 問 に た いす る回答 を 部分 的 に あ た えて くれ る。 今

日の オ ー ス トラ リアや ニ ュー ジー ラ ン ドを単純 に 「農業 国」 と規 定 して しーま う

こ とは で きず,そ こに回 答 の も うひ とつ の部 分 がか くされ てい るのだ が,そ の

問題 を別 に すれ ば,こ れ らの国 の所 得 が はや くか ら高 水 準 にあ った のは それ が

本 国 で あ る一r業国 イ ギ リスの所得 水準 に よって 規定 され て いた か らであ る。 こ

れ らの地 域 に移 住 した イギ リス人は 工業 国 イ ギ リスで形 成 され た標 準的一 家 計

当た りの 消費 とそれ を 可能 とす る賃 金水 準 を移 住地 に もち こんだ の で あ って,

も しそ うで なけ れ ば そ もそ も移 住 そ の もの が お こ らなか った で あ ろ う。K.マ

ノしクスが 一一国 の歴 史的 ・文化的 背 景 に よ って ぎ ま って くる とい い,経 済 学 で与

件 とされ る,賃 金 の絶 対 的 水 準 の もつ性 格 が こ こに あ らわ れ て い る。か つ てR.

ヌル クセは,19世 紀 に イ ギ リスな どの 丁業 国 との貿 易に よ って高 所 得 水準 を実

現 した 国 と して,オ ー ス トラ リア,ニ ュー ジー ラ ン ドな どの イギ リス人移 住地

と と もに ア ルゼ ンチ ンを あ げ た こ とが あ った[7]。 そ の 議論 は全 体 と して は

きわ め て示 唆 的 な もので あ ったが,そ れ に もか かわ らず,こ れ らの うち アル ゼ

ンチ ソの みが 今 日に おい て も途 上 国 の一 員 とされ て い るの をみ て もわ か る よ う

に,か つ て の イギ リス 人 コ ロニーの高 所 得 水 準は,単 に19世 紀 の貿 易関 係 に よ

る高成 長 が もた ら した もので は な くて,実 は 本 国の所 得 水 準 が不 断 に コ ロニ ー

に もち こまれ た もの だ った の で あ る。 はや くか ら工業 化 した北 米 合衆 国は,工

業経 済 的 な 消費 と所 得 の水 準,お よび それ に み あ った価 格 体 系 をみず か ら形 成

しえた ため に,の ちにや す い 労働 力を 外 国か ら導 入 しつつ も高所 得 水 準 を実現

しwた が,農 業 国 と して 出発 した オ ー ス トラ リアや ニ ュー ジ ー ラ ン ドは,移 民
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を高 所 得 国 か らのみ に限 定 す る こ と(白 豪主義)に よって しか,そ の所 得 水 準

を維 持 す る こ とは,さ しあた って は,で きなか った の であ る。

5.貿 易

さて,こ れか らふたつの国が併存 した場合の所得の国際比較についてかんが

えるのであるが,2国 が同時的に併存すれぽ当然貿易関係が発生す る。しか し,

貿易は前節 で考察 した消費 と所得 と価格の関係に根本的 な変更を くわえ るもの

ではなし・。

さきにあげた設例では 「2財 を生産す る自給 自足的 な国」 が想定 されたが,

この よ うな国が併 存 した場合 に貿 易関係が発生 しな いか といえばそ うではな

い。元来貿易は,リ カー ドウがかつて想定 した よ うに,各 種 の財 の国内比価が

国 ごとに ことなるところか ら発生す るとかんがえて よい。つ ま り,国 ごとの価

格体系の差異が貿 易を よびお こすのであ って,貿 易商人の取得す る利益の源泉

もそ こにある。 リカー ドウは この関係を,貿 易に従事す る2国 が いずれ も毛織

物 とぶ ど う酒 とい う同一の2財 を生産す る,と い うわか りやす い設例 を もちい

て説 明 してい るが,一 見ある国が 自国にない財を輸入す るよ うにみえ る場 合で

も事情はかわ らない。 つま り,リ カー ドウのこの設例は商品経済の一定の発展

を前提 とした場合の ことであ って,本 来は,貿 易は有無 あい通ず るために発生

す る ものである,と か んがえ られがちであ るが,そ してそ うい う側面 もないわ

け ではないが,一 見有無あい通ず るための貿 易にみえ るもの も煎 じつめれば諸

財の内外比価の差,す なわ ち価格体系の違 い,に よる貿易にゆ きつ くのであ る。

た とえば,ヨ ー ロッパ人がかれ らの肉食上不可欠に して しか も自国では生産 し

えない香辛料 をアジアか ら輸入す る場合 で もsそ の輸入はそれ まで使用 してい

た塩 その他の食肉保存費用の国内比価 と香辛料 のア ジアでの比価 との対比に も

とつ いてお こなわれ るのであ って,そ れ以外に交換率を決定す る基準があ るわ

けではない。か りに ヨー ロッパ人が銀を もってアジアの香辛料 と交換 しようと

す る とき,ヨmッ パにおける銀 と塩の比価,ア ジアにおけ る銀 と香辛料 の比

価,と い うふたつ の価格体系の差異が貿易関係費用をふ くめて双方に とって有
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利 で あ る場 合 にsそ の範 囲 内 の比 率 で,交 換 が成 立 す るので あ る。新 大 陸 か ら

略 奪 して きた銀 の価 値 の ヨmッ パに お け る低落 が ヨー ロ ッパ 人 の香辛 料 貿 易

を大 量 に可能 に した こ とは周 知 の と ころで あ る。 また,一 部 の王 侯 貴 族 が珍重

した ア ジ ア産 の 絹 が一一般 ヨー ロ ッパ 人の あ いだ で 毛織 物 に お きか わ らなか った

の もおな じ事 情 に よ る もの とい うこ とが で き る。

か くて,さ きに あげ た 「2財 を 生産 す る 自給 自足 的 な」2国 の あい だ に貿 易

関 係が 発 生 し,か りに,内 外比 価 の差 に よって一 方 の 国 のす べ て の生産 者 が 第

肋 生産に特化 したとす楓 その国は第一財を舞L轍 生産 し・そのう

魏 灘瓢 饗講撃鷲難=瓢澁
じない・豊L2単 位 の余乗擁 物 が輸 入品92靴 交換 され てG2に お きかわ

るだ け で あ る。 そ して,こ の リカー ドウの モ デ ルで は 「す べ ての 外 国財 貨 の価

値 は,そ れ ら と引 き換 えに与7T/Lられ るわ が 国 の土 地 と労 働 の生 産物 の分 量 に よ

って測 定 され る」[8]こ とが前 提 に な って い るか ら,こ の輸 入品 の 外 国価 格

をP2と す れ ば ・92P2一 豊L2Plで あ り,前 言己の一 家 計 当 た りの標 準 的 消 費 量 の

禰 よ(G・P1+GIL2PL
,)乍 曾Plと な つて,輸 入財 をふ くめた 一 家計 当 た り

の消費 額 が 賃 金 にみ あ ってい る こ とがわ か るの で あ る。

第一 財 と第二 財 の 両生 産 部 門 の生 産性 が上 昇 し,そ の余 力が第 三 財 の生産 に

む か うの では な くて,そ こに 生ず る剰 余生 産 物 に よ って外 国商 品 を購 入 す る場

合 もお な じよ うにか ん が え る こ とが で き る。 この場 合 で も貿 易が 内外 での価 格

体 系 の差 に よ って生 ず る こ とは い うまで もな い。

い ま,全 般 的 な生 産 力の上 昇 に よって,第 一 財 と第 二 財 の両部 門 で それ ぞれ

剰 余生 産 物 のAG1単 位 と へG2単 位 とが生 産 され る よ うに な った と しよ う。 そ

の余 剰 生 産物 が2種 類 の 外 国財 のそれ ぞれg1単 位 とg2単 位 と交 換 され て 国 内

で 消 費 され た とす れ ぽ,結 局 は,両 部 門 が それ ぞ れ(G1+91)と(G2+92)

とを生 産 し,そ の なか か ら セ(Gl+91)とLrL(G2+92)と が楊 こだ され ・ そ

れ が過 不 足 な く交 換 され て消 費 され,国 民 全 体 と しての一 家 計 当 た りの標 準 的

な 消 費 内 容 がG1+G2+glL+92と な る,と い うの と繊 じこ とに な つ備3節
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の 場 合 に 還 元 され る。 そ して こ の 場 合,余 剰 生 産 物G1とG2と は 国 内 の 交

換 に 参 加 しな い か ら,第 一一財 と第 二 財 の 価 格P1,P2は か わ らな い 。 つ ま り,

輸 入財 の 外 国 価 格 を そ れ ぞ れp1,p2と す れ ば,リ カ ー一ドウ の 前 提 に よ っ て ,

glpl=GIPbgzPz・G2P2で あ る か ら,一 一家 計 当 た り の 平 均 消 費 額 は

(G1十 ・Gl)P1十(G2+G2)P2
…一}{㎜ 一了7… 　 と な り

・3節 で み た よ う に こ れ が 各 部 門 賃 金

(G1+G1)P1(G2+G2)P2一 一
L1㍉L「 に 致 す る・ す な わ ち・ 貿 易に よって実 質 所 得 は

上 昇す るが そ の他 の関 係に は変 化 のな い こ とが わか るの であ る。

fi,所 得 の国 際比 較

さて,こ こで,ふ た つ の国 が それ ぞ れ2財 を生 産 して併存 す る場 合 の所 得 の

比 較 に つ いて か んが え てみ よ う。 も しこれ らの2財 が 日常 生 活 用 消費 財 で あ る

とす るな らば,そ れ らは これ ら2国 の おか れ た それ ぞれ の 自然環 境 や文 化的 伝

統 の なか で伝 統 的 に生 産 され て きた もの であ るか ら,た が い に 同 一一の 財 で あ る

こ とは あ りえ な い。 い ま,そ れ らの財 が それ ら2国 で それ ぞれG1 ,G2お よび

gbg2単 位 生 産 され て い る とす れ ばsそ して 比 較 の た め に 両 国 の 生 産 人 口を

同'一のLと す れ ば,両 国 に おけ る一 家 計 当た りの 標 準 的 消費 内 容 は そ れ ぞれ

q上 吉G2
,91吉92で 翻 ・す こ とカ～で き る.

しか し,他 方で,こ れ らの財 が 食糧 や 衣類 な どとい う人間 の 日常 生 活用 必 需

品 であ る以 上,食 べ 物 や 衣服 に み られ る文化 の違 いは 捨 象 され て,基 本的 生 活

資料 財 た る 食糧 や 衣 類等 にそれ らを く くって しま うこ とが 可能 で あ る。 た とえ

ば 香辛料 と塩,石 炭 と薪,あ るい は サ ン ダル と下駄 な どは そ れ ぞれ 食品 ,燃 料,

履 物 とい う日常生 活 用 消 費財 と して相 互 に お きか え る こ とが で ぎ る。 つ ま り,

あ る国 で サ ン ダ几 の一一一家 計当 た りの年 間標 準消 費 量 が何 足 で あ ろ うと,ま た他

の 国 で の 下駄 の 同消 費 量が 何 足 で あろ うと,国 際 比 較 の うえ では これ らふ たつ

の 消費 は 同 一 財の 同一ヅ量 の もの とみ な され るの で あ る。 元 来,種 類 の こ とな る

財 の量的 な比 較 は無 意 味 で あ るが,わ れ わ れ の生 活 のす み ず み まで を も貨 幣化

す る こ とに よ って あ らゆ る もの の比較 秤 量 を擬 制 的 に では あ るにせ よ可能 な ら

しめ て い るの が 今 日の機 械 制 大 工業社 会 の現 実 で あ り,そ の現 実 の メ カニズ ム
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を解 明す るた め に は,ひ と まず,ひ とび との 日常 生 活 用 必需 財 か らそ の地域 的

文 化 的 差異 を捨 象 して,各 地 域 で必 要 とされ る 日常 生 活 用必 需 財 の 量 を抽 象 的

に ひ と しい とお く,こ とが必 要で あ る し,か つ 合理 的 な処 理 とか ん が え られ る

の で あ る。

この場 合,容 易に お こ りうる疑 問 の ひ とつ は,毛 皮 や皮 長靴 を必 要 とす る北

国 の 消費 生 活 と簡 単 な衣 類 や サ ンダルで た りる,ま た は極 端 に い えば,裸 や 裸

足 で も事 が た りる,南 国 の消 費生 活 とを 同 一視 して よい ものか,と い う問 い で

あ る。 おそ ら くこれ は,そ の製 作 に よ り多量 の投 下 労働 量 を必 要 とす る とお も

われ る毛 皮 や 皮 長靴 を比 較 的 簡 単 につ くれ るサ ンダルや 木綿 の布 とを 同 …視 す

る,こ とに 対す る抵 抗感 に よる もの であ る。 わ れ われ の 目には,ど うか ん が え

て も,南 国 の 生活 の方 が北 国 の それ よ りも"安 上 が り"に み え るの で あ る。 し

か しよ くか ん が え てみれ ば,こ の考 え方 に は別 に根 拠 が あ るわ け で は な い。 も

し投下 労 働 量 の 多寡 に よ って比較 しよ うとす るの で あれ ば,か りに北 国 の農民

が1日 の生 活 資料 を獲 得す る のに半 日の 労働 を必要 とす るの に対 して南 国の ひ

とび とは2時 間 で それ を お え て しま うと仮定 す れ ば,そ して この仮定 は南 国 で

の生 活 を"安1が り"と す る常 識 か らは 十 分 に受 け いれ られ る もの とお もわ れ

るが,労 働 の生 産性 は南 国 の 方が た か い とい うこ とに な り,労 働 生 産性 が 実 質

所 得を 規定 す る とい う命 題 に たて ば,南 国 の ひ とび との実 質所 得率 が北 のひ と

び との それ よ りた か い とい うこ とに な り,こ の議 論 の 出発 点 とは逆 の結 論 に 到

達 す る ことに な るで あ ろ う。 この 矛 盾 の よって きた る所 以は あ き らか で あ る。

つ ま り,機 械 制 大T二業 社 会 を前提 と して 案 出 され た労 働 の生 産 性 とい う尺 度 を,

それ を前提 と しない,文 化 的差 異 が 問題 とな る よ うな地 域 間 の比 較 に 無謀 介的

に適 用 した の で話 の辻 褄 が あわ な くな った ので あ る。 そ の うえ この議論 には,

19世 紀 以来 機 械 制 大 工業 に よってゆ たか な社 会 を きつ い て きた ヨmッ パが あ

た か もア ダム とイ ヴの時 代 か らゆ た か で あ ったか の ご と くイ メー ジす る錯 覚 も

介 在 して い る。 く りか え して い うが,18世 紀 の ヨー ロ ッパ…一 イ ギ リスを のぞ

く 一一 の農民 が 同時 代 の トル コの農 民 よ りゆ たか で あ った とい う根 拠 は な に も

な い ので あ る。 また実 際 問 題 と して,年 間 の生 活 を さ さえ るため の投 ド労働 の
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量が 南国 に お い て よ りも北 国 に お い てお お い とい う仮定 に も別段 の根 拠 が あ る

わけ では な い。 毛 皮 と更 紗 の生 産 に投 入 され る労働 の量 に どれ ほ どの 差が あ る

とひ とは い い うるのか.ま たs冬 期 間労 働 ので きな い北 国 と一一・年 中 労働 の機 会

にめ ぐまれ た 南国 とで,年 間 を通 じて生 活 のた め に投 入され る労 働 の量 に どれ

ほ どの差 が あ る とひ とは 断 言で きるであ ろ うか 。

か くて,南 と北 に関 す る偏 見 を と りは ら ってか ん が えれ ば ,現 実 の 南北 間 の

所 得 の国 際比 較 問題 を 解 明す るため に,日 常 生 活 資料 の2財 を生 産 し消費 す る

ふ たつ の 国 の異 種 異量 の2財 を さ しあ た って同種 等 量 の2財 とみ なす こ とが 可

能 とな る。 す な わ ち,前 記 のG1と91,お よびG2と92は それ ぞれ の 区 別 を う

しな ・・て・G1,G2と い う同種 等 量 の2財 に単 純 化 され,し た が って 両 国 の 一

家計 当た りの消費 内容 もG1圭G2a・ う風に続 的 に表 記す る ことがで ぎる.

そ して,こ れ は 単に理 論 的 思 考 の うえ でそ の よ うに み な し うる とい うば か りで

は な く,今 日では お お くのひ とび とが それ を実 感 して い るの で あ って ,さ きに

ものべ た よ うに,旅 行者 が 途上 国を お とず れ て統 計 の しめ す ほ どの貧 困を 発 見

しえ ない とい うの も,こ うい う事情 に も とつ い て い るの で あ る。

以 上 の こ とを前提 とす れ ば この ふ たつ の国 の 一家 計 当た りの所 得 の比 較 は非

常 に 簡 単 な もの と な る。 い ま2財 が両 国 に お い て そ れ ぞれP1とP2,P1とP2

とい う価 格 を もって い る とす れ ば,そ れ ぞれ の 一家 計 当 た りの 消 費 内容 は 前述

の よ うにG1吉G2で あ る か ら,こ れ を 価 額 で 表 示 し噺 得 は そ れ ぞ れ

91P1圭G2P2
,GIP・ 去G2P2と な る。 そ して この場 合 の 醐 通 貨 の 交換 率 を 賃金

パ ス ヶ ッ トで ウ ー トをつ け:r`:買 力 平価 セこよ つて算 定 す る と 器 舞 と

な って,当 然 の ことなが ら両 国 の平均 所 得 額 の比 率 が そ の ま ま両 国 の通 貨 の交

換 率 とな る。 つ ま り,通 貨 の交 換 率 と所 得 額 の比 率 が 一致 す るか ら,さ きに の

べ た よ うな 為替 レー トで換 算 した所 得格 差 と実感 とのあ い だ の乖 離 は存 在 しな

い。 この例 で は,両 国 の 平均 所 得 のそ れ ぞれ の通 貨 に よ る表 示額 は ちが 一Jてい

て も・その頬 的 内容輌 者と もG・壬G2で,そ こには鵬 格差 とい うべ き も

のはな く,購 買力平価 に よる通貨交換率はその実態をただ しく反映 してい るの

であ る。
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さて,こ こで話 を すす め て,2財 を 生産 す るA国 と3財 を生産 す るB国 とが

併存 す る場 合をか ん が え てみ よ う。 この場 合,A国 は これ まで のべ て ぎた2財

生産 国 とお な じであ り,B国 は それ よ り生 産 性 が 上昇 して第 三 財 を生 産 す る よ

うに な った場 合 とお な じとか ん が え る こ とが で きる。 両 国 は,日 常 生 活 用 消費

財 と して,さ きにみ た よ うに 同種 等 量 とみ な され うる2財 を と もにG1単 位 と

G2単 位 生 産 す る。 そ してB国 は,そ れ に くわ え て,生 産 性 の上 昇 に よ って 同

一 の 人 口Lを も って あ らた な 第三 財 を 生 産 す るの で あ る
。 生産 と消 費 や 表 記

に 関す る約 束 ご とは すべ て これ まで とお な じであ るが,こ の第 三財 につ い ては

特別 に 考察す る必要 が あ る。

両 国民 の 一家 計 当た りの標 準的 消費 内容 は そ れ ぞれ の 生産 的諸 条件 に 規定 さ

れ て それ ぞれG1吉G2,G1+GzL+G3と な る.こ こ備 一財 と第 二財 とは,さ き

に ものべ た よ うに,両 国 のあ い だ で本 来 は こ とな るは ず の諸 財 を生 活 資料 財 と

して く くる こ とに よって 同種 等量 の2財 とみ な され た の で あ った。 だが この第

三 財 につ い て は 同様 の取 り扱 い が 不 可能 な の であ る。 も しこの第 三財 が 第 …,

第 二財 と同様 の生 活 資料 財 で あれ ば,当 然 それ はG,,G2の なか に く く りこま

れ て しま うはず で あ る。 実 際,19世 紀 以 後,途 上 国 の農 業生 産 性 は い ち じる し

く上 昇 して これ ら の 国 の農 民 は 各種 の農 産 物 を あ ら たに 商品 化 し,あ るい は

開 発 して,世 界 に供給 して きた が,そ れ らはす べ て各 国 民 の生 活資 料 財 と して

G1,G2の なか に く く りこまれ て きて い る。 そ の た め かれ らをふ くめた 世 界 の

諸 国民 の食 生活 な どの 日常 生 活 の 内容 は た しか に ゆ たか に な った。 しか し,こ

の第三 財 は そ の よ うな性 格 を も って は お らず,だ か ら こそG3と い う独 立 した

姿 を と って い るの であ る。す なわ ち,こ こでG3と して姿 を あ らわ す 第 三財 は,

お な じよ うにB国 にお け る生 産性 のL昇 に よ って生 産 が 可能 とな った あ た ら し

い財 な の であ るが,B国 にお い て は賃 金財 と して 一家 計 当 た りの標 準 的 消費 内

容 を構 成 して い る に もか か わ らず,A国 に お いて はそ うな って は い ない。 い っ

て みれ ば,こ の第 三 財 は生 活 資料 財 と して は い まだ世 界 的 な普遍 性 を獲 得 しえ

ては い な い ので あ る。

あ る財 が世 界的 な 普遍 性 を獲 得 して いな い とい うこ とは,そ れ が通 常 の意 味
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で の国 際貿 易商 品 に な って い な い,と い うこ とで あ る。 つ ま りsそ の 財 に関 し

ては,貿 易関 係 発生 の根 本的 要 因 た る内外 比価 の差 を も とに して,相 互 に利 益

の生 ず る範 囲 内で,大 量 の 消費 財 の取 引が お こなわ れ る リカ ー ドウ的 な貿 易 関

係は 成 立 しな い,と い うこ とであ る。 か つ て ア ジ ア産 の 香辛 料 が,ア ジ アで は

生 活 資料 財 で あ った に もかか わ らず,ヨ ー ロ ッパ では奢f多品 であ った,と い う

と ころ に そ の一・例 をみ る こ とがで きるが,お そ ら くは お な じ関 係が 今 日 この第

三財 に 関 して 成立 して い る。A国 で この第 三 財 を購 入 し うる もの は特殊 の購 買

力を もった もの にか ぎ られ る。 あ るいはaA国 政 府 が この第 三財 の輸 入 の必 要

をみ とめた 場 合には,税 金 を もって,あ るい は他 国 か らの借 款や 援 助 を獲 得 す

る こ とに よ って,は じめ てそ れ を輸 入 す る こ とが で きる。 す なわ ち この 第三 財

とは産 業 革 命 以後 も っぱ ら ヨー ロ ッパの機 械 制 大 工業 に よ って産 出 され る よ う

に な った耐 久 消費 財 と公 共サ ー ビ スにほ か な らない の で あ るが,こ の財 に関 し

て は これ を もっぱ ら生産 し消 費す る欧 米地 域 以 外 に は リカー ドウ的 な貿 易関 係

が な お成 立 しえ ては い な い。 だ か ら こそ19世 紀 以 後,こ の財 お よび それ に関連

す る ものの取 引が 欧 米地 域 に 集 中す る こ とに よ って世 界貿 易 の重 心 が相 対 的 に

この地域 に か た よる とい う外観 を呈 し,先 進 国 と途L国 との あ い だの貿 易関 係

が それ に 応ず る よ うに して相 対的 に希 薄化 して,つ いに"援 助 よ りも貿 易を!"

とい うス ロー ガ ンが 途 上 国 の なか か ら うまれ て ぎた こ とは周 知 の と ころ で あ

る。 そ して,こ う した関 係 を現 実 に もた ら して い る要 因 た る この 第 三財 の価 格

…一 経 済学 的 な意 味 で い ま だ世 界 的 な 普 遍 性 を獲 得 す る に い た って は い な い

が,に もかか わ らず そ れ な く しては 今 日的 な意 味 で の"ゆ たか さ"を 獲 得 しえ

な い耐 久消費 財 と公共 サ ー ビスの価 格一一 を 国際 的 な場 で位 置 づ け よ うとい う

の が 本稿 の最終 的 な 目標 で あ る。

さて,さ きに検 討 した よ うに,一 国 の経 済 の再 生 産 が安 定 的 に継 続 され て い

る よ うな場 合 には 消費 内 容 と貨 幣所 得 と価 格体 系 とは相 互 にみ あ うよ うに き ま

って くるはず で あ り,B国 にお い て は,第 三財 は そ の一 家 計 当た りの標 準的 消

費 内容 の 一部 を構 成 して い るか ら,そ の価 格 は貨 幣 所 得 にみ あ って い るはず で

あ る。 換 言 すれ ば そ の価 格 は 国 内価 格 体 系 に 内在 化 され て い る。 これ に 反 して
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A国 にお い て は,第 三財 は そ の標 準的 消費 内容 を ま った く構 成 しては い な いか

ら,そ れ が輸 入 され る と きに 外 国通 貨 で の価 格表 示 を もってい た に して も,そ

れ を 国内 的 に決 定 す る国 内的 基 準 を もち え ない。 こ こで は リカー ドウ的 な意 味

で の貿 易関 係が 存 在 しな いの で あ るか ら,「 外国 財 貨 の価 値 」 を決 定 す るた め

の リカー ドウの原理 もそ こに は は た らか な い。結 局そ の輸 入価 格 は,そ の生 産

国 た るB国 に おい て 内在 的 に ぎめ られ た価 格 をsす で に 存在 して い るA,B両

国通 貨 の交 換 比 率 に よ って 単純 に換算 す る こ とに よ ってsき め られ る以 外 には

な い。 か くてそ の価 格 はA国 の価 格体 系 に と って あ くまで も外 在的 で しか あ り

え な いの で あ る。

この場 合,A,B両 国 通 貨 の交 換率 は,短 期的 な為 替 変動 を 度外 視 すれ ば,

両 国通 貨 の購 買 力平価 に よって き ま って くる とみ る こ とが で ぎる。 そ して購 買

力平 価 は両 国 に共通 す る財 の価 格 を 基礎 に き まって くるか ら,理 論 的 な 出 発点

と しては 第三 財 を 除 外 しだ ところ で きまる とみ て よい 。現 実 に は この第三 財 も

A国 に 輸 入 され てA国 通 貨 で の価 格 を もつ が,勿 論 そ の ウ ェー トは ち い さい し,

論 理 的 な 出発 点 に ちか づ け ば ちか づ くほ どそれ は無 限 に ゼ ロに ひ と し くな る。

す なわ ち両 国 の通貨 の交 換率 は

GIP1+G2P2

GIP1十G2P2

とい うことに な る。 一見この交 換 率 は さ きに み た2国2財 の場 合の交換 率 とか

わ らない よ うにお もえ るが,こ の場 合ではB国 の生産 性 が 上昇 してい るか らそ

の価 格 は 全般 的 に 下落 して分 母 の値 は ち い さ くな って い るはず であ る。 した が

って さ きの例 に 比 してB国 の通 貨 価値 はあ が り,A国 か らみ たB国 の物 価 や 賃

金 はた か くな って い る。

そ して,い ま,B国 で生 産 され る第 三 財 の価 格 がp3で あ る とすれ ぽ,そ の

A国 での価格P3は ・ この交換率 で換 算す る と・雛 雛P3と い うことに

な る。 問題 は,こ のA国 に と って 外在 的 に き ま って くる第 三財 の価格 がA国 自

身 の価 格体 系 に お い て どの よ うな位 置 を しめ るか,で あ りsか つ,そ れ とB国

自身 の 価 格 体 系 に お け るp3の 位 置 との比 較 で あ る。 この比 較 をす る ため に ご
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の 第 三財 の両 国 に おけ る価 格 を それ ぞれ の 国 の標 準 所得 と比 較 してみ よ う。 す

な わち,こ の第 三財1単 位 のA国 にお け る価 格がA国 の標 準所 得 に しめ る割 合は

GIP1十G2P2GIP1十G2P2 _p3L
GIPI十 『弓弼 ●P3'L』Glp1十G2pfl

で あ り,ま た,そ れ のB国 に お け る1単 位 の 価 格 がB国 の 標 準 所 得 に しめ る害ij

合 は

Glp1十G2p2十G3p3 _p3L
P3㎜ 一皿LG

Ip、+G2P2+G3P〔;

で あ り,こ の 両 者 を 比 較 す る ため に そ の 差 を と っ て み る と

G論 河 否1P1+ぎ1髭+砺 〉・

とな って,あ きらか に第 三財 の価 格 はA国 民,す なわ ち途 上国 民,に と って割

高 にな って くるの で あ る。

以 上で あ ぎ らか に な った とお もわれ る点 を ま とめ る とつ ぎの よ うに な ろ う。

社 会 的生 産 性 の ヒ昇 とそれ に も とつ く社 会的 分 業の 発展 に よってあ た ら しい

財 が う まれ れ ば,当 然,そ の社 会 の実 質 所 得 水 準は トニ昇す るがa一 般 に はそ の

上昇 は 一一国内 に限 局 され て しま うわけ では な い。 他 に お な じ よ うに 生産 性 が 上

昇 して 余 剰生 産物 を もつ 国が あ れ ば,両 者 の あ いだ に リカ… ドウ的 な貿 易関 係

が うまれ て,生 産 性 の上 昇 の結 果 は両 者 に均 需 され る。 しか も}そ こに は国 際

的 な 所 得格 差 の発 生 す る余地 は な い。 これ までの世 界経 済 の歴 史の 大部 分は こ

の よ うな過 程 を た どって ぎた もの とお もわれ る。

しか し,こ の よ うな関 係 が 保持 され るのはrあ た ら し くうまれ た財 が貿 易 当

事 国 の 双 方の 国民 に と って の生 活 資 料 財 の なか に く く りこまれ るか ぎ りにお い

て のみ,で あ る。 当然 の こ となが ら奢修 品 とされ る財 につ い て は この よ うな こ

とは お こ りえ ない。 す なわ ち,あ る財 が一 方 の 国 に お いて は生 活 資料 財 であ る

のに 他方 の国 にお い ては そ うでは ない,と い う場 合 であ る。 か つ て香 辛 料 が ア

ジアに お い ては 生活 資 料 財 で あ った が ヨmッ パに お いて は奢 修 品 で あ った,

とい うのが そ の …例 であ ってTこ の場 合 には,長 年 月 をか け て,ま た ヨー一ロ ッ
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パ 人に よ る 大量 の 金銀 の新 大 陸 か らの収 奪 とい う よ うな周知 の経 緯 をへ て,こ

のか つ て の ヨ ー-Rッ パ 人に と って のT%品 はや が て生 活 資料 財 とな って い った

の であ るが,そ こに いた る まえ まで は,ア ジ ア人 と ヨー ロ ッパ 人 との あい だ に

今 日 とは逆 の国 際的 所 得 格差 とい われ る よ うな もの の存 在 した一 時期 のあ った

こ とが推 察 され るの てあ る。

お な じこ との も うひ とつ の例 を,今 日,わ れ わ れ は機 械制 大r業 の産 物 た る

耐 久消 費財 と公 共 サ ー ビスにみ る こ とが で きる。 い までは 日常 的 必需 品 とな っ

て い る これ らの 財 を奢f多品 と同 …視す る のは 奇異 に うつ るか も しれ な いが,も

と もとこれ らは 人間 の労苦 を軽 減 しそ の能 力を飛 躍 的 に増 大せ しめ るため の 補

助 的 な道 具や 設備 で あ って,つ い数十 年 まえ まで の 日本 人が これ らの舶 来 品 を

贅 沢 品 と して珍重 した こ とを お もえ ば,こ う した 見方 はそれ ほ どあや しむ に は

た りな い。 香 辛 料が な くて も人間 は しぬ こ とは ない が,し か しそれ は 今 日の 人

間 に とっては 必需 品 であ る。お な じよ うに 各種 の耐 久消 費 財や 公 共サ ー ビスは,

今 口の われ わ れ に と って は生 活必 需 品 であ るが,途 上 国の ひ とび とに と って は

それ が な くて もた だ ちに しぬ こ との な い 贅沢 品 と して の性 格 を もって い る。 そ

して,こ の財 を軸 と して,先 進 国 民 と途 一ヒ国民 との あ いだ に は 明確 な所 得 格 差

が あ らわれ てい るの であ る。

これ らの財 が途L国 民 の生 活 資料 財 に な ってい な い のは,当 然 の こ と とは い

え,そ の価 格 が途L国 民 の標 準的 所 得 に比 して異 常 といい うるほ どたか いか ら

であ る。 そ して そ の価 格 が所 得 に比 して異常 にた か い のは,い まみ て ぎた と う

り,先 進 国に お い ては 生活 資 料 財 と しての この財 の価 格 が標 準的所 得 にみ あ っ

て きま って い るの に対 して,途 上 国 にお い て は この 財は な お生 活 資料 財 と して

価 格体 系 の なか に くみ こ まれ て お らず,し か も輸 入 に際 して の価 格 は途 上 国 の

か か る現 状 を 前提 と した通 貨 の交換 率 を もとに して ぎ ま って くるか らにほ か な

らな い。

結 局 の ところ,今 日の先 進 国 と途 上 国 との あい だ に国 際的 所 得格 差 が うまれ

て い る背 景 に は,耐 久 消費 財 と公 共サ ー ビス とい う機 械制 大 工業の産 物 た る財

が途 上 国 に お い て生 活資 料 財 と して 内在化 され て い な い こ と,お よび,現 行 の
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国際 通 貨 制度 の もとでは そ うした途 上 国 の現 状 を 前提 と して通 貨 の交換 率 が き

ま って くる こ と,と い うふ た つ の事情 が 介在 して い る,と い うこ とに な る。 こ

のふ た つ の 事情 の うちの 前 者は途 上 国 の 工業 化 に かか わ る問題 で あ り,後 者 は

国際通 貨制 度 の 改 革 にか か わ る問 題 で あ る。 そ して,さ らに,こ のふ たつ の問

題 の処 理 に あた っては,第 三財 た る耐 久消 費 財 と公 共サ ー ビスの 生産 体 制 と し

ての機 械 制 大r業 の世 界的 性 格 に 関 して のあ た ら しい認識 が 必要 で あ る。以 下,

次節 で これ らの問 題 の 見通 しに つ い て簡 単 にふ れ る こ とにす る。

7.社 会的生産性の世 界的性格 と 「世界政策」

現 状 の国際 的 不 平等 を打 開 す るため に は途 上 国 の 工業 化 が必 要 であ る,と い

うのが これ まで の考察 か らえ られ るひ とつ の結 論 の よ うで あ りr途 上 国政 府 が

戦 後 一一一一一 してr.業 化 政 策 を とって きた の もそ うい う考 えに も とつ いて い る。 だ

が問 題 は この途 上国 のT二業 化 が遅 々 と してす す ん で こなか った とい うと ころに

あ り,こ れ こそが南 北 問 題 の重 要 課題 の ひ とつ で あ った。 ア ジアNIESの 成

功 は この問 題 に一 石を投 じて きた が,世 界 的 規模 で問 題 をみ た場 合 に は なお 楽

観 は ゆ る され ない。 元来,機 械 制 大 工業 文 明 は イギ リスに源 を発す る もの で あ

って}す べ て の 文明が そ うで あ る よ うに,ヨ ー 臥 ソバ的 な地 域的 性 格 をつ よ く

も って い る。 勿論,そ れ は文 明 と して の普遍 性 を も もってい るか ら,機 械 制 大

1二業 が …定程 度他 地域 に波 及 す るの は 当然 で あ り,現 に それ は ヨー ロ ッパを こ

え て 日本,ア ジ アNIES,そ して緩 慢 な が らその 他 の地 域 へ とひ ろ ま りつ つ

あ る。 とは い え,そ の地 域 性 か ら くる波 及 上 の難 易が存 在 す る こ とは事 実 で あ

ってT機 械制 大1業 文明が そ の科 学 技 術的 な装 い を もってい か に客 観性 と普 遍

性 とを主 張 して も,所 詮 は それ が ひ とつ の地 域的 な特 性 に よって うみ だ され た

生 産 の …形 態 にす ぎな い こ とを十 分 に 認識 す る必 要 が あ る。 そ して,私 見に よ

れ ば,南 北 問 題 の根 本 的 な要 因 もそ こに あ る(さ しあたっては 「y]を 参照)。

機械 制 大 工業文 明が 地 域的 な性 格 を もつ とい うこ とは,そ れ が 民 族的 文 化 的

優 劣 に よ って 左 右 され て い る もので は な い,と い うこ とを意 味 す る。 人間 や 文

化 に地 域 的 な優 劣 は存 在 しな いか らで あ る。 そ して,も しそ うで あ るな らば,
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地 球 上 の すべ て の民 族 が,み ず か らの所 得 水 準 の向 上 のた め に,地 域 的 な 難 易

を こえ て機械 制 大 工業 を採 用 しよ うと し,そ れ に あ る程 度 成功 す る こ とは あ り

うる し,そ の よ うな試 み を さまたげ る権利 が な に び とに もあ るわけ は な い。 し

か し現 実 の問 題 と して地球 上 のすべ ての地 域 が 工業地 帯 に な る可能 性 はす くな

い し,ま た,環 境 ヒか らみ れば,そ れ が の ぞ ま しい こ とで もな い。 とす れば,

所 得水 準 の 国際 的 平 準化 は 当 面 不 可能 とい うこ とにな るので あ ろ うか。

た しか に,こ れ まで の議 論 で は,上 述 のB国 で の生産 性 の上 昇が 第 三財 た る

耐 久消 費財 と公 共 サ ー ビ スの生産 体制 の確 立を 可能 と し,そ れ がB国 民 の所 得

の増 加 を もた ら した ので あ るか ら,生 産性 と所 得 に関 す る経 済 学 ヒの従 来 の考

え方 では 国際 的 所 得格 差 の発生 は一 見当然 の よ うに お もえ る。 これ の解 決 の た

め に はB国 に おけ る生 産 性 の 上昇,す なわ ち工業 化,以 外 に道 は ない よ うにみ

え るの で あ る。 だが は た して そ うであ ろ うか 。 こ こで,こ れ まで 当然 とか んが

え られ て ぎた生産 性 と所 得水 準 との関連 につ い てあ らた め て吟 味 してみ る こ と

に しよ う。

周知 の よ うに,A.ス ミスは 「労働 の生産 力」 の 改善 を 分業 の結果 で あ る と

し,そ の分業 に も とつ い て資 本 と合体す る労 働 の 量の増 加 が富 の増 加 を うむ,

とのべ て い る[10]。 この か ぎ りで は,労 働 の生 産 性 の 上 昇 は あ き らか に 分業

と資 本形 成 とい う一一箇 の 社 会関 係 の発 展 の結 果で あ る と規 定 され て い る。 と こ

ろ がか れ は,他 方 で,「 どの方 向に で あ れ 労働 をふ りむけ た り用 い た りす る場

合 の熟 練,技 能,判 断 力 の 大部 分 」 もおな じ く分 業 の 結果 で あ る と し[11],

これが 生産 物 の供給 を左 右 す る一 一一した が って諸 国民 の富 の増 加を 左右 す る一

第1の 要 因 で あ る とのべ,こ れ が 「狩 猟 民 や漁 携 民 か らな る野 蛮 民族 」 と先

進 国 民 との あ い だ に富 の格 差 を うむ 原 因 で あ る,と も明言 して い る[12]。 つ

ま り,こ こで は労 働 の生 産 性 の上 昇が 労働 者 諸 個 人 のr熟 練,技 能,判 断 力」

とい う人 間 的獲 得 物 に 帰 着 され,そ れ が 諸 国民 の所 得格 差 を規 定す る,と され

て い るの で あ る。

お な じこ とはK.マ ル クスにつ いて もい うこ とが で き る。 かれ は労 働 生産 性

の上 昇 を基 本 的 に は資 本 の 有機 的 な構成 の高 度化 とい う社 会的 な発 展 の結 果 に
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も とめ,そ れ が実 質 賃 金 の 上昇 を もた らす と して い る ので あ るが ,他 方 では,

資 本 主義 的 生産 が 発達 した国 にお いて ほ ど 「労働 の国民 的 強 度 」 が たか い との

べ て[13],こ れ を 園際 的 な 賃 金格 差 の 発 生 の 原 因 と して い る
。 これ が 国 際 的

賃金 格差 をめ ぐっての 日本 にお け る国 際価 値 論 争 に おお きな影 響 を あ た えた こ

とは 周知 の と ころで あ るが,こ こで も,労 働 の 生産 性 が 社会 的 に 規定 され る と

い う考え 方は 姿 をけ して ,か わ りに 「労働 の 国民 的強 度 」 とい う国 民的 に獲 得

され る人 間的 特 性 が 前面 にあ らわれ,こ れ が 国際 的 賃金 格 差 を規 定す る
,と さ

れ て い る。

生 産 性 は}資 本生 塵性 に しろ労働 生産性 に しろ,一 搬 的 に は分 業 を ふ くむ技

術 発展 に関連 づ け られ るのが 普通 で あ る。 その際 ,労 働 に おけ る 人間的 な差違

は 社 会的 な平 均 に よってお きか え られ ,あ るい はや が て お きか え られ る もの と

して,捨 象 され る。 ス ミスにお いて もマ ル クスに お い て もそ の よ うに あ つか わ

れ て い る。 ところが,ひ とたび 所得 の 国際 的 比較 とい う舞 台 が しつ らえ られ る

と,生 産 性 を 規定 す る社 会 的 諸関 係 は 後 景に し りぞけ られ て,個 人的 であれ,

国民 的 であ才し 労働 に おけ る 人間的 獲 得物 の 差違 が所 得 の国 際比 較 の 説 明変 数

と して前 面に で て くるの であ った。そ れ は,比 較 す べ き2国 間 の社 会諸 関 係が
,

ス ミスが 「野 蛮 国」 と先進 国 とを比較 した場 合の よ うに あ ま りに もちが い す ぎ

るか ・あ るい は マル クスが ヨー ロ ッパ内部 で世 界 をか んが えた場 合 の よ うに あ

ま りに も近 似 しす ぎるかす るた め に,そ れ ら社 会 関 係 の比較 が困 難 で あ るか
,

あ るい は無意 味 に お もえ たか らで あ ろ う。 そ して r労 働価 値 説 に た てば,所 得

の 国際 的 格 差 を労働 の内 容 の 国民 的 な格 差 に帰 着 させ る こ とは 大 変わ か りや す

い説 明方 法 で もあ った に ちが いな い。

だが,こ の よ うな考 え方 が 合理 性 を 欠 い て い る こ とは い くつか の例 をか ん が

えれ ば 容 易に あ きらか とな る。 た とえば,ス ミスは前 述 の よ うに 「狩 猟 民 や 漁

拷 民 か らな る野 蛮民 族 」 と先 進 国 民 とのあ い だ の所 得 格差 を 「熟 練 ,技 能,判

断 力の程 度 」に帰 着 させ て い るが,そ れ は な にに 対す る熟練,技 能 ,判 断 力 な

の で あ ろ うか。 イギ リス人の 力織 機 の操 作 に関す る熟練 ,技 能,判 断 力 を狩猟

民 が獲物 を とる際 の熟練 技 能,判 断 力 と どの よ うに比 較 し,ど う して後者 が
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お とる とい う結 論 を み ちび きだ せ る の で あ ろ うか。 「野 蛮 人」 とイ ギ リス人 と

の比較 では,お お くの ひ とが な お偏 見を もつ 以 上,前 者 が 熟練 技能,判 断 力

に おい て お とる とい う結 論 は む しろ最初 か らだ され て い るか も しれ ない。で は,

産 業 革 命 を へ た19世 紀 の イ ギ リス 人 と中世 農 業 社 会 の イギ リス 人 とを 比較 し

て,前 者 が機 械 を操 作 す る際 の熟練,技 能,判 断 力 が後 者 が農 業経 営 をお こな

う際 の熟 練,技 能,判 断 力に ま さる と,ど の よに して結 論 づ け られ るの であ ろ

うか 。 勿論 後者 は機械 の操 作 は で きな い で あ ろ うが,で は前 者 が農 業経 営 を 後

者 の ご と くに で きるか とい えば否 で あ る。 熟 練,技 能,判 断 力は 人間 に おか れ

た 条件 のな か で形 成 され て くる もの で あ って 一般 的 な比 較 は不 可能 で あ る。 百

歩 を ゆず って,10万 年 まえの 人間 と現代 人 との あ いだ に は物事 に対す る熟練

技 能,判 断 力に おい て… 般 的 な格 差 が あ る とか ん がrる こ とは 合理 的 で あ るか

ら,中 世 の でギ リス人 と19世 紀 の イ ギ リス人 との あ いだ に はそれ に比 例 しただ

け の熟 練,技 能,判 断 力の 一般 的 な格 差が存 在 す る もの と しよ う。 だが,そ の

場 合には 熟練,技 能,判 断 力 に おけ るそれ だ け の一般 的格 差 を も って,ど う し

て,中 世 の イギ リス 人の実 質 所 得 と19世 紀 イギ リス 人の享 受 す る実 質所 得 との

巨大 な格差 のす べ てを説 明 し うる とい うの で あろ うか 。

近 年 途 ヒ国 の人 び と との接 触 の機 会を お お くもつ よ うに な って きた 日本 のわ

か い 人た ちの あ いだ では,途 ヒ国 民 の所 得 が ひ くい の はか れ らの 「働 き」 が お

とるか らだ,と い う神話 は ぎえつ つ あ る よ うだ が,国 際 的 賃 金格 差 を研 究す る

理 論 の世 界で は マ ル クスの 「労働 の 国民 的 強 度」 論 は依 然 と して い きて い る よ

うで あ る。 資 本 主義 的 生産 が未 発達 な国 で は労働 者 の 「働 き」が お とるか ら賃

金 もひ くい,と い うの であ る。 だ が,も し今 日地球 上 のすべ ての地 域 で 賃金 が

労働 の強 度 で きま って くるの で あ る とす るな らば,日 本 の企 業 は なぜ 低 賃 金を

も とめ て途 上国へ 進 出す るの で あ ろ うか 。 日本 人 の労働 者 が つ くるお な じ製 品

を途L国 の労働 者が お な じよ うに,し か も低 賃金 で,生 産 す るか らこそ 日本 の

企 業 は途 上 国 へ うつ って ゆ くので あ る。 勿論 なれ な い作業 であ るか ら7進 出企

業 では 時 間的 品 質的 ロスが 多 少はふ え るで あ ろ うか らs賃 金 率 に 差が 生ず る こ

とは あ りうるであ ろ う。 だ が,そ の時 間的 品 質的 ロスの分 だ け 賃金 率 を さげ る
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だ け な の であれ ば ・ 先進 国 の企業 が途上 国 に立 地 す る意 味 は な い
。 そ れ を こえ

る賃金 格 差 の存 在 こそが 進 出企 業 に メ リヅ トを保 証 して い るの であ る。 マ ニ ラ

の ガ ソ リン ・ス タ ン ドでは た ら くガ ソ リソ ・ボ ーイは 東京 の ガ ソ リン ・ボ ー イ

と まった くお な じ作 業 をす る。 こ こでは 物的 にみ た生 産 性 の 格差 は ゼ ロとみ て

よいがtに もかか わ らず 賃 金 に何 倍 もの ひ ら きが 存在 す るの で あ る
。 国際 的 所

得格 差 が 「労 働 の質」 に 由来 す る とい うのは1箇 の 神話 にす ぎない の であ る。

国際 的 な所 得 格差 を労働 の 人間 的 な 内容 で説 明す る こ とは ,… 見,労 働 価 値

説 に 則 して可 能 で あ る よ うに み え るが,そ うでは な い。 そ の よ うな方 法 で は経

験 的 な事 実 を 説 明 しきれ ない し,そ もそ も労 働価 値 説 の よってた つ ,す べ ての

社 会的 労 働 に差 別 は な く,複 雑 にみ え る労 働 も単 純 同質 の労 働 に還 元 し うる,

とい う公理 的 命 題 に反 して い る。 労働 価値 説 に よ って 今 日の所 得 の南 北格 差 を

説 明 しよ うとす るのは1箇 の背理 で あ り,逆 に,労 働 価 値 説 に たつ か ぎ り,今

日の 南北 間 の所 得 格 差 の方 こそ が あ って は な らな い の であ りr所 得 は 本来 国際

的 に 同一 水 準 であ るべ きなの で あ る。 そ して,そ の よ うな背 理 を うむ原 因 が生

産 性 の上 昇 と所 得 の増 加 との関 係 に つ いて の あや ま った考 え 方に あ る ので あ っ

た。 生産 性 の上 昇 とは,本 来,社 会的 な関 係 と して達 成 され る もので あ って,

人 間 的個 人 的 な もので は な い。 ス ミスや マ ル クスが生 産 諸 力 とい う言葉 をつ か

った と ころに,か れ らが本来 意 図 した と ころが あ らわ れ て い る。 生産 諸 力 とは

財貨 や サ ー ビスを うむ 社会 的 に綜 合 され た力 な の であ る。

今 日普 通 に いわれ て い る生 産性 とは この生 産 諸 力を 量的 に 測定 す る ため の ひ

とつ の尺 度 で あ って,し たが って それ は労 働 に 関 す る人間的 個 人的達 成 とは な

ん らか か わ る もので は あ りえ な い し,空 間 的 な比 較 の用 具 で は な くて時 系 列 的

比 較 のた め の もの で あ る。 実際 問 題 と して,1年 間 に コ メを20ト ソ生 産 す るの

と 自動 車 を2台 生 産 す るの と どち らが 生産 性 が たか い か ,な どとい う比 較 は意

味 を な さない。 時 系 列 な比較 こそ が意 味 を もつ ので あ る。 また,こ れ を価 額 に

なお して比較 す る場 合 に そ こに表 現 され るのは,そ れ らの価 額 が 積 算 され る基

礎 とな る財貨 とサ ー ビス の価 格 を とお して表 明 され る社 会的 な需給 関 係 一一 社

会的 有 用度 に ほか な らな い。 だか ら こそ,か りに 農業 部 門 の生 産 性 が ひ く
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く算出 され るよ うな場合 には,そ の農業部門に従事す る生産者 は本来その社会

で獲得 し うるべ き所得 水準を実現 しえず して離農を余儀 な くされ るの であ っ

て,そ の離農 が社会経済的ななん らかの理 由に よって順当に進行 しえない場 合

には,か れ らは本来 その社会 で獲 得す べ き所得水準を社会(国 家)に よって補

償 され るのであ る。

この ように生産諸 力の発展 は,人 間の労働能 力がなん らかのあた ら しい もの

を獲得す る ことに よって達成 され る ものではな く,逆 に技術発展に もとついて

形成 され るあた ら しい社会関係 に よって もた らされ る ものであ り(個 々の発明

や発見は,そ れが社会的なあらたな関係の形成に成功 したときには じめて,技 術革新た

りうるのである),人 間の労働能 力はそのあた ら しい社会関係にみずか らを形態

的 に適応 させてゆ くものにす ぎない。 したが ってs生 産諸 力の発 展に よる実質

所得 の上昇は生産に従事す る諸個人の労働能 力のなん らかの量的な増加に よっ

て もた らされ るものではない。19世 紀 イギ リスの織布 工は中世 イギ リスの機織

職 人よ り多量の労働 の支出を しているわけではない。布を生産す るための労働

の形態が ことなっているにす ぎない。その形態 の変化 を通常 ひ とは進歩 とよん

でい るが,そ の労働 の過程で必要 とされ る 「熟練,技 能,判 断力の程度」はむ

しろ 「進歩 」の結果 一一 工場 におけ る単純 労働 にお きかえ られて一一一低下す

る,と さえ経済学 の文献 では のべ られている。に もかかわ らず19世 紀のイギ リ

ス労働者 が中世 イギ リスの職 人 よ りもよ りたかい水準の実質所得をえ られ るの

は,そ の実質所得水準の上昇が,生 産老諸個 人の能力に よるのではな くて,社

会関係の転形に よって もた らされ るか らなのであ る。だか ら,か りに中世 イギ

リスの職 人がなん らかの事情でい きな り19世紀 イギ リス社会にたた された とす

れば,か れ は当然中世 イギ リスの職 人 としての実質賃金をではな く,19世 紀 イ

ギ リス織布 工 としての実質賃金を獲得す る ことにな るであろ う。現に,産 業 の

ある部門 で技 術革新がお こる とrそ れに もとつ くあた ら しい社会関係 とあた ら

しい実質所得水準が急速 に,あ るいは徐hに ではあ るが確実に,全 産業部門を

おお ってゆ き,か りにふ るい形態の社会関係が1部 に残存す る場 合で も・あた

ら しい水準の実質所 得はなん らか のかた ちを とってその部分の生産者たちに も
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保 障 され て ぎたfと い うこ とは19世 紀 以 後 の 先進 諸 国 の歴 史が しめ して い る と

お りであ る。

さ きに,労 働価 値 説 に したが えば南 北 間 の所 得格 差 は 存在 し うるは ず の な い

もので あ る,と のべ た が,途 上 国民 の 所 得 水準 が ひ くい のは かれ らの 労働 能 力

が ひ くいか らだ,と い うおお くの ひ とが漠 然 とい だ い て い る考 え方 に は なん ら

の現 実 的 な根 拠 もな い ので あ る。 お そ ら くお お くのひ とは無 意識 的 に発展 段 階

説 的 な世 界 史観 を もち,今 日の途 上 国 を未発 展 段 階 に あ る もの とか ん が え て い

よ う。 だか ら こそ ひ とは,南 北 間 の所 得格 差 の解 消 をか ん が え る場 合 に
,た だ

ち に16世 紀 以 後 の イ ギ リスの歴 史 を念 頭 に お い て ,科 学 技 術,教 育,そ して 工

業 化 等hの 諸 手段 を ま っ さ きに 口にす るの で あ る。 だが,か りに この考 え 方が

た だ しい と して,今 日の途上 国 が発 展段 階 上 の 未 発展 段 階 の ど こか
,た とえ ば

中世 イ ギ リス とか あ るいは それ よ りも以 前 の どこか ,に 位 置 す る こ とをみ とめ

た と して も,そ うい う社 会 で生 産 に従 事 す る人 び とが 今 日の20世 紀 的 社 会関 係

のなか に存 在 す る以上 は,こ の 社会 関 係が 達 成 して い る所 得 水準 を 当 然 享受せ

ね ば な らな い こ とは,さ きに19世 紀 イギ リスの織 布1こと中世 イギ リスの機 織 職

人 の例 で しめ した とお り,あ き らか であ る。

こ こで 当然 問題 とな るのは,中 世 イギ リス機織 職 人 と,か りに中世 イギ リス

とお な じ段階 にあ る と措 定 され る,現 代 の あ る途 上国 の織 布 工 とを 同 一視 して

よいか ・ とい う点 で あ ろ う。 実 質所 得 の上 昇 が 支出 労働 量 等 の増 加に は 関係 な

く社 会関 係 の 発展 に よって きま って くる とす れ ば ,そ の途 上 国 人は イギ リス人

と同m水 準の実 質所 得 を享受 し うる ことに な るが,そ の現 代 の機 械制 大r .的

社 会関 係 を創 出 したのは ま さに イギ リス人で あ って,そ の途 ヒ国 人では な い
。

中世 イギ リスの機 織 職 人 た ち とそ の子 孫 た ち は,そ の後 あた ら しい実 質所 得 水

準 を実 現 しうる よ うな社 会 関 係 を きず きあげ る こ とに成 功 して 今 日に いた った

の で あ るか ら,そ の成 果 と して の高 実質 所 得 を享 受 す るの は 当然 で あ る
。 これ

に反 して 今 日の途 上 国 人は 今 日に い た る もそ れ に成 功 して い な い の で あ るか

らr低 実 質 所得 に あ まん じるの もやむ をえ な い。 お よそ こ うした議論 が さ ま ざ

まなか た ちを と って 今 日ま でお お くの ひ とに よ ってか た られ ,そ して是 認 され
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て ぎた。 そ して これ が,ま たf19世 紀 以 後の機 械 制 大 工業 社 会 の うみ だ した成

果 た る高実 質所 得の イギ リス等 工業 諸 国民 に よる 「囲 い込 み 」 と非 工業 諸 国 民

のそ れ か らの疎 外,ひ と くち にい えば19世 紀 以 後 に発 生成長 して きた国 民 国家

主義,を 正 当化 して きた の で あ った。 本節 の 冒頭 に のべ た途 、ヒ国の 工業 化追 求

政 策 の必 要性 も この 国民 国家 主義 の 存在 す るか ぎ りは 容認 され ざ るを え ない。

だ がr今 日の機 械制 大1業 社 会 を きず きあげ て きた の は イギ リス人のみ で あ

って,は た して 今 日途L国 と よば才1る国 の 人び とは これ に関 与 しては こなか っ

た の であ ろ うか。 資 本 主 義 は世 界市 場 を 前提 と して は じめ て 成立 す る,と い わ

れ るが,イ ギ リス人が イ ギ リスとい う1国 の範 囲 内で あ の産業 革 命 を達 成 しえ

た とか んが え るひ とは まず あ る まい し,そ れ は あ き らか に事 実 に反 して い る。

そ して16世 紀 以 後 の イギ リス人の海 外活動 をぬ きに して は イギ リスの産業 革 命

が あ りえ な い とす れ ば,そ の イギ リス 人の 活動 の 対 象 とな った地域 の 人び との

活 動 をぬ きに しては イギ リス産 業 革 命 をか た る こ とは で ぎな いは ず で あ る。 こ

れ は機 械 制 大 工業 の もつ 本 性 に 由来 す る もの で あ って,巨 額 の資 金を も って製

作 され る機械 に よ って未 曽 有の 大 量生産 を お こな う機 械制 大 丁業 は最 初 か ら広

大 な地 域 に ひ ろが る原 料 市 場 と消 費 市 場 の 存 在 を 前提 と して は じめ て 成 立す

る。 そ の広 大 な地 域 に,機 械 制 大r業 はみず か らに適 合的 な あ た ら しい社 会関

係 をつ く りだ し,お しひ ろげ る こ とに よ って,は じめ て あた ら しい高 水 準の実

質所 得 を実現 す る。 か つ て マル クスが 「ブル ジ ョワは世 界を お のれ の顔 に似 せ

てつ くる」 とのべ た よ うに,19世 紀 以 後 の地 球 上の1片 の地 域 た りと もこの機

械 制 大 工業 に よる社 会 的再 編 成 を まぬ が れ た と ころは ない。 した が ってそ の社

会的 再編 に よ って こそ実 現 され る高実 質所 得 水準 は,当 然,そ の社 会的再 編 の

進 行す る広大 な全地 域,す な わ ち世 界全 体,に 帰 属 すべ き もの で あ って,た ま

た ま機 械 制 大工 業 の本体 の存在 す るイギ リス とい う一地 域,お よびそ の 住民,

に よ ・,て 「囲 い込 」 ま るべ き もの で はあ りえ ない。 この機 械 制 大r.業 の もつ 非

属 地 的性 格 は イギ リス とい う1国 内部 でぱ 当 初か ら自然 成長 的 に 実現 され,マ

ンチ ェス ター とバ ー ミンガ ムに 立地 した機 械 制大 工業 は イギ リスお よび イギ リ

ス 人の居 住す る海 外 コ ロニー全 体 の実 質所 得 の 一ヒ昇を もた ら した。 また 後進 一1二
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業国家においては,た とえば 日本 と ドイ ツの国内統…の よ うに,機 械制大工業

に適合的な社会関係が政策的 に創出 され ることに よって,あ た ら しい水準の実

質所得の国民的な実現へむか っての道がひ らかれた。 だか ら工業県神奈川 と農

業県高知 とのあいだには生産性 の格差は あ って も所得(賃 金)格 差はないので

あ る。だが,こ のあた ら しい水準の実質所 得の実現は,国 境 とい う堰があ る場

合には,そ れに よってせ きとめ られ,工 業化が うみだ した本 来世界的な性格を

もつ果実が工業本体の存在す る国民国家 の垣根 のなかに 「囲 い込 」 まれ るのみ

で・ついにそ こか ら流出す ることな く今 日にいたっているのであ る
。

かか る現 象がなぜ生 じたのかについては ここでは論 じない[14]
。 いわゆ る

従属学 派は国際的所 得格差 を途上国か ら先進 国への 「価値」 の移転 …一 流れ

一一一に よって説明 しよ うとして いるが
,問 題は,本 来先進 国か ら途 上国へ波

及す るべ きはずの実質所得上昇の 「流れ」が国民 国家 の もつ垣根に よってせ き

とめ られてい る,と い うところにあ る。そ して,そ の 「せ きとめ られ ている流

れ滑 を説 明す るために実体 のない 「価値」概念を もちいる必要 はない
。端的 に

い って遮断 されている 「流れ」 の実体をなすのは資金 と逆 方向にながれ る労働

力とである。 この資金 と労働力の自由な流れが阻害 されているがゆえに,各 国

民 国家に個別 の通貨 と個別 の価格体系 とが形成 され,そ れ らを媒 介す るための

不 自然に して不合理 な通貨換算率が成立 し,耐 久消費財 と公共サー ビス財 の価

格の途上国価 格体系への内在 化が阻止 され ることになるのである。

本稿での結論は,し たが って,南 北間所得格差を解消す るためには経済的 国

境 を廃止 しなければ ならない,と い うことになる。 この結論 はなんらかの規範

的命題 ではな くて,機 械制大 工業 とい う,世 界的 な場では じめ て成 立す る,ひ

とつ の生産形態 が うみだす必然的な帰結であ る。だが,勿 論,こ の必然性の実

現は,さ まざまな政治的文化的阻害要因に よって,緩 慢 に しか進行 しない。 南

北間の所得格差の解消…一一南北問題の解決 一 一 はその分だけ遅延す る。 では,

その政 治的 文化的阻害要因を除去す るための政 治的 文化的活動以外に南北間所

得格差解 消の促進策はないのか,と いえば,そ うではない。 かつて,後 進資 本

主義諸国において機械制大 工業的社会関係 を 目的意識的に国民的規模 に まで普
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遍 化 す るた め の さま ざまな 大胆 な政 策 が とられ た よ うに,今 日各国 に よ って 分

断 され て い る機 械 制 大-「業的社 会関 係 を 目的 意識 的 に世 界化 す る政策 が探 究 さ

れ な くては な らない。 のみ な らず,世 界政 策,な い しは地 球 政策 げ ・一バ・L

ポ リシー),と で も よぶ べ きこの政策 は,以Lの 行 論 か ら当然 あ き らか な よ うに,

資 金 と労働 力の 国際 移 動 の促 進 を 意 図す る ものに ほか な らな いが,こ れ は 現 に

無 意 識 的部 分的 に さまざ まな かた ち を と って実 施 に うつ され て い る。 途L国 援

助,経 済統 合,さ ま ざ まな貿 易協定,が そ れ で あ る。 これ らの政 策 を 世 界的 な

所 得格 差 の 解 消へ む け て の 目的意 識 的 な理 論 と政 策 の体 系 に整理 統 合 しつつ,

そ の一層 の展 開 をは か る こ とが 今 日われ われ に課 せ られ て い る おお きな課題 で

あ る とい らこ とが で きる。
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