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経 済 学 にお け る固有 価値 とコ ミュニ ケ ー シ ョン

一 池上惇教授の諸説を中心に一

二 宮 厚 美

は じ め に

池上惇教授の膨大な研究領域のなかに,人 間発達の社会的法則性を解明した

「人間.発達の経済学」の業績がある。日本の経済学史上,人 間発達範疇を経済

学の領域に導入 し,社 会諸科学の方法を駆使 してその本格的展開をはかった先.

駆者は疑いもな く池.ヒ教授である。したがって,同 教授の文字通 り百般におよ

ぶ研究領域からみれば 「人間発達の経済学」はほんの一部一 ただし重要な一

部 をなすにすぎないにしても,人 間発達の社会科学的検討を志す.者にとっ

ては,「人間発達の池1理 論」はわが国で最 も貴重な共有財産である。それは

あたかも人間発達論のコモンズ(共 同財)と 言 うにふさわ しい。

同教授が人間発達範疇を経済学に導入し,経 済学そのものの刷新 をはかろう

とされたきっかけは,教 授の謦咳にふれ,そ の側で多 くを学んできた私の目か

ら見ると,大 きく二つの事情がか らんでいたように思われる。

その一つは,教 授が数多くの社会運動 と絶えず接点をもち,そ の担い手たち

の発達を自らの研究課題にされてきたことである。まだ若か りしろ頃よくロに

されていた言葉を借用 していえば,「 生き生きとした現実感覚」を導きの糸と

して自らの研究課題を設定され,研 究者としてその数多いテーマに食いさがる

のみならず,同 時に教育者 として も他に追随を許さない役割を果たされたこと

である。つまりは,池..ヒ教授が.何をさ しおいても研究 と教育の人格的統一にお

いて第一...一人者であったこと,こ れが第一の事情である。
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第 二 は,同 教 授 が 戦 後 経 済 学 の 論 争 問 題 に数多 くか か わ り,自 らそ の 渦 中 に

身 をお いて 鋭 意 そ の 理 論 の研 磨 を はか られ て きた こ とで あ る。 「池 上 理 論 」 が

か か わ った論 争 の領 域 は,た とえば 国 家 論,国 家 独 占資 本 主 義 論,独 占理 論

日本 資 本 主 義論,貧 困化 論,社 会 政 策 論,社 会資 本 論,開 発 理 論,地 域 ・自治

体 論,公 務 労 働 論.家 族 ・大 同 体 論,経 済民 主 主 義 論,租 税 論,情 報 化 社 会 論,

公 共 選択 論,福 祉 国 家 論,協1司 組合 論 等 々,あ げれ ば き りが な い ほ ど広 範 囲 に

わ た る が,一 見 して 明 らか な よ う に,こ れ らの領 域 はい ず れ も戦 後 経 済 学 の 論

争 問題 の い わ ば主 流 に位 置 す る イ ッシ ュ己 に ほか な らなか った 。 同 教 授 が これ

ら の論 争 問 題 を く ぐ りぬ け る過 程 で つ くられ た道,す な わ ち あ た か も魯 迅 の

「人 が 歩 い た 跡 が 道 に な る」 の 言 葉 の よ うな 軌 跡 が,一 本 の 赤 い 筋 とな って

「人 間 発 達 の 池 上 理論 」 を形 づ くって きた よ う に思 わ れ る。 とい うの は,上 で

挙 げた 論 争 問題 に教 授 が 臨 む時 に は,い つ の 場 合 に も多か れ 少 なか れ 「人 間 の

.主体 形 成 」 視 点 を伴 う点 に お い て,「 池 上 理 論 」 に独 特 の いわ ば 固 有性 が 発 揮

され て きた か らで あ る。

「人 間 発達 の池 上 理 論 」 はた だ し自己完 結 的 な,完 成 され た もの と して あ る

わ けで は な い。 そ の理 論 ・思 想体 系 は あ くまで も開放 的て,簡 単 に は 輪 を結 ん

で ま とま る こ ζを許 さ ない よ うな 柔構 造 の もので あ る。 ス ミス,マ ル クス,ケ

イ ンズ を初 め とす る経 済 学 史 上 の古 典 は も とよ り,池 上 教 授 の 研 究 は 近 年 で は

と りわ け ラス キ ン,モ リス,ウ ィー ナ ー,セ ン,ボ ー ル デ ィ ング等 の 理 論 を 自

己 の 体 系 に と りこ み,「 人 間発 達 の経 済学 」 に新 た な 地 平 を切 り開 きつ つ あ る

よ うに思 わ れ る。 そ の懐 は どん 欲 なま で に深 い と言 わ な けれ ば な らな い 。

した が って,「 池L理 論」 総 体 は も とよ.り,そ の な か の 「人 間発 達 の 池上 理

論 」 だ け を と りだ して も,そ の 全体 像 を 浮 き彫 りにす る こ とは 容 易 に は で きる

もの で は な い。 そ こで 小 論 で は 「人 間発 達 の池 ヒ理 論 」 の 一 部,た だ しそ の 軸

を 構 成 す る と考 え られ る一 部 を と りあ げ,そ こにわ ず か ば か りの 新 しい 芽 を 育

て る場 を発 見 してみ たい と思 う。 こ こで 取 りあ げ る の は,同 教 授 の 近 年 の研 究

上 で 最 も重 要 な概 念 の一 つ とな って い る 「固有 価 値 」 概 念 で あ る。 幸 い,私 た
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ち の手 元 に は最 新 の 研 究 成 果,池 上 惇 『現 代 経 済学 と公 共 政 策 」(青 木 書 店,

1996年 刊)が あ る。 以 下 で は この書 物 を主 要 な手 がか りに して,「 固 有価 値 論 」

の 森 に足 を 踏 み 入 れ てみ た い と思 う。

1ラ スキンの固有価値論 と潜在カアプローチ

固 有 価値 概 念 は 「人 間発 達 の 経 済 学」 の研 究領 域 にか か わ るだ けで な く,そ

の 他 の た とえ ぼ文 化 経 済 学 や 環 境経 済学,地 域 開 発論 等 に おい て も重 要 概 念 と

して生 き る もの で あ るが,こ こで は関 心 を人 聞発 達 の視 点 に絞 る形 で 検 討 を進

め て み よ う。 池 上 惇 氏 が そ の 研 究 に お い て 固 有 価 値 概 念 に着 眼 さ れ た の は,

」 ・ラ ス キ ンの 固 有 価値 論 に触 発 され た結 果 で あ った 。 した が って まず,ラ ス

キ ンの 固有 価 値 論 が い か な る もの で あ ったか,こ れ を確 か め る こ とか ら私 た ち

の作 業 も始 め な けれ ば な らな い。

ラス キ ンは そ の 固 有 価 値 論 を展 開 した 『ム ネ ラ ・プ ル ウ ェ リス』(1872年 初

版)に おい て,ま ず価 値 一般 につ いて 次 の よ う に定義 づ け た。

「『価 値 』 とは 生 命 を保 持 す る物 の 力 な い し 『役 だ ち」 を 意 味 し,常 に 二

重 の も の で あ る,す な わ ち 第 一 義 的 に は 固 有(intrinsic)で あ り,第 二 義

的 に は有 効(effectual>で あ る 。」(J・ ラス キ ン,木 村 正 身 訳 「ム ネ ラ ・

プ ル ウ ェ リス』 関書 院,1958年,39ペ ー ジ。 た だ し,翻 訳 は原 文 を参 考 に

して 一 部修 正,以 下 も同 じ〉。

一 読 して 明 らか な よ うに
,ラ ス キ ンの 価値 論 は 固有 価 値 と有 効 価 値 との 二 つ

の概 念 に よ って 構 成 され て い る。 問 題 なの は前 者 の 固有 価 値 と後 者 の有.効価 値

とが い か な る関係 に あ るか で あ るが,こ れ を問 うた め に は,ま ず 固 有 価 値 とは

何 か を明 確 に して お か な けれ ば な らな い 。 ラ スキ ンの規 定 は こ うで あ る。

「固 有 価 値 と は任 意 の もの が 有 す る生 命 を支 え る絶 対 的 な力(power)で

あ る。 一 定 の 質 と重 さ を もった.一束 の小 麦 は そ の 内部 に人 体 の実 質 を維 持

す るた め の 計量 口∫能 な力 を持 ち,一 立 方 フ ィー トの清 らか な空 気 は体 温 を

維 持 す るた め の 決 ま った力 を持 ち,ま た 美 しい花 の車 群 は感 性 と心 を活 気
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づ け励 ま す確 実 な力 を持 つ 。」(同 上 ,39ペ ー ジ)

この 規 定 に 素直 に したが えば,ラ ス キ ンに と って 固有 価 値 とは まず 何 よ りも

他 な ら慮 人 間 に と って の価 値 で あ る こ と,次 に それ は物 その もの 内 部 に備 わ る

一 定 の属 性
,つ ま り人 間 に と って の役 だ ち の こ とで あ る。 人 間 に と って の役 だ

ち とい っ て も』,た だ し,そ れ 自体 は人 間 に先 立 つ もの,人 が使 用 す る 以前 に独

立 して存 在 す る もの で あ って,そ れ ゆ え 「絶 対 的 な 力 」 で あ る。 そ こで ラ ス キ

ンは,先 の文 章 にす ぐつ づ け て,「 人 々 が小 麦 な り空 気 な り草花 な りを拒 も う

と見 くび ろ う と;そ れ は これ らの もの の固 有 価 値 に は少 し も影響 す る もので は

な い 」 と説 明 し,さ ら に 固有 価 値 の 力 を 解 説 して,「 そ の もの 自体 の 力 は,そ

れが 使 用 され るか ど うか に か かわ りな く,そ の 内 部 に存 在 して お り,そ の独 自

な力 は そ の他 のい か な る もの に も存 在 しない もの で あ る」 と述 べ て い る。

したが って ラス キ ンの 固有 価 値 概 念 で 注 目す べ き点 は さ しあ た り,① 一 定 の

物 に 内在 す る独 自な 力で あ る こ と,② 人間 に先 だ って存 在 して い る こ と,③ た

だ し人 間 に と って の価 値 で あ る こ と,以..ヒ の 三 点 で あ る。 こ の三 点 は,ラ スキ

ンの 固 有価 値 が 一 つ の潜 勢 力 にほ か な らな い こ と,つ ま り人 間の 生 命 活動 に有

用 な潜 在 的諸 力 に ほか な らな い こ とを 示唆 して い る。 それ は人 間 の使 用 に供 す

る力 で は あ るが,人 間 の 使 用 以 前 に す で に独 立 して存 在 して お り,.い わ ば 人 の

手 に よ って 顕 在 化 す るの を待 機 して い る力 で あ る。 この 点 は 実 は,先 に指 摘 し

て お.いた固 有 価 値 と有 効 価値 との 関連 に 関す る ラ ス キ ンの 説 明 に よ って一 層 明

らか に され る。

そ こで これ ら二 つ の価 値 概 念 の 関係 如 何 とい う先 の設 問 に戻 っ てみ よ う。 ラ

ス キ ンは これ を 次 の よ うに説 明 してい る。

「… … これ らの物 の持 つ この 価 値[固 有価 値]が 有 効 に な り うるた め には,

そ れ を 受容 す る者 に一 定 の状 態 が 必 要 で あ る。 食物 ・空 気 あ るい は草花 が

人 間 に と って 十 全 の価 値 と な りう る た め に は,人 間 の 消 化 機 能 ・呼 吸 機

能 ・知 覚機 能が 完 全 で な けれ ば な らな い。 それ ゆ え に,有 効 価値 の 生産 は

つ ね に次 の二 つ の要 件 を含 ん で い る。 まず 本 質 的 に有 用 な もの を生 産 す る
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こ と,次 には そ れ を使 用 す る能 力 を 生 産す る こ とで あ る。 固 有 価値 と受 容

能 力(acceptantcapacity)と が 相 伴 う場 合 に は 『有 効』 価 値,つ ま り富

(wealth)が 存 在 す る。 固有価 値 と受容 能 力 の どち らかが 欠 け る場 合 に は,

有 効 価 値 は存 在 せ ず,つ ま りは 富 が 存 在 しな い。」(同 上,40ペ ー ジ)

ラス キ ンの有 効 価 値 とは,固 有 価 値 が 人 間 の受 容 能力 を通 じて顕 在 化 した 時

の価 値 で あ る。 あ る物 に固 有 価 値 が あ った と して も,人 間 の側 にそ の 受 容 能 力

.が な け れ ば,そ れ は有 効 価 値 と して は あ らわ れ な い。 それ は,た と え一 枚 の 名

画 が あ った と して も,そ の前 にた つ 人 に鑑 賞 能 力 とい う受 容 能 力が 欠如 して い

る場 合 に は,何 も価 値 あ る もの と してあ らわ れ な い の に 同 じで あ る 。 したが っ

て,ま ず 固 有 価 値 と は一つ の潜 在 的 な力 で あ り,次 に受 容 能 力 とは そ の潜 在 的

な 力 を顕 在 化 す る時 の人 間 の力 で あ り,そ して有 効 価 値 とは 固 有価 値 を 現 実 に

人 間 が 享受 す る時 の 力 で あ る,と い う こ とに な るで あ ろ う。 だ か ら,有 効価 値

(effectualvalue)は,木 村 正 身氏 の よ うに 「実 効 価 値 」 と翻 訳 して か ま わ な い

し,そ の ほ うが ひ ょっ と して 日本 語 の語 感 に あ っ てい るの か も しれ な い が,こ

こで は訳 語 に こだ わ らな い で話 をす す め る。

ラ スキ ンは以 上 の よ う な価 値 概 念 を簡 潔 に説 明 して,有 効 価 値 は 固 有 価値 と

受 容 能 力 に対 し て 関数 関係 に あ る との べ,〈 有 効 価値=固 有 価 値 ×受 容 能 力 〉

とい う関係 式 を あ て はめ て い る。手 際 の よい 説 明 で あ る。 い ま 私 た ち に とっ て

重 要 な の は,こ の 関数 に おい て 固 有価 値 も受 容 能 力 もそれ ぞ れ が 潜 在 力 と して ・

把 握 さ れ て い る こ とで あ る。 そ の うち,前 者 の 固有 価 値 が 潜 在 力 で あ る こ とは

す で に 説 明 した が,後 者 の受 容 能 力 も一つ 潜 在 力 で あ る。 なぜ な ら,受 容 能 力

は 人間 の持 つ 発達 可 能 な潜 在 能 力 の 一部 に ほ か な らな いか らで あ る。 潜 在 能 力

と して の 受 容 能 力が 高 ま り,そ れ が 財 に内在 す る固有 価 値=潜 在 力 と出 会 う時,

そ こ に有 効 価値 が顕 在 化 す る,と い うの が ラス キ ンの 固有 価 値 論 の 真 髄 で あ っ

た と言 って よい 。

ラ ス キ ンの この よ うな 固有 価 値 論 は,後 に 「潜 在 能 力 アプ ロー チ」 と して 特

徴 づ け られ る見 方 の先 駆 を なす もの で あ っ た。 池 上 氏 が この 「潜 在 能 力 ア ブ
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ロー チ 」 に 注 目 しな い はず は ない 。 とい うの は,同 氏 自身が す で に ラ ス キ ンの

再 発 見 に 先 だ つ70年 代 に,独 自 の 「潜 在 力 ア プ ロー チ」 に到 達 してい たか らで

あ る。 それ は簡 単 に い う と,資 本t義 社 会 の 内 部 に 労 働 者 の 潜 在 的 能 力 が 労

働 ・消 費 ・統 治 能 力 等 の領 域 にわ た っ て発 達 して い く過 程 を発 見 し,そ れ らが

顕.在化 して い くた め の社 会 的 諸条 件,特 に民 主 主 義 的 人 権や ル ー ル,社 会 制 度

を築 き上 げ て い く課 題 を研 究 す る とい う視 点 で あ った。 そ の一 例 のみ を こ こで

紹 介 して お こ う。

「生 産 力 の 進 歩 は,搾 取 と収 奪 の手 段 で あ る と と も に,資 本 の専 制 下 に お

け る協 業 と技 術 の 進 歩 は,労 働 者 の集 団 的 な協 業 の 力 量 を 引 きだ す とい う

側 面,さ らに機 械 を 使 用 して協 業 す る とい う力 量 を引 きだ す 。 だ が この力

量 は,さ しあ た っ.ては 顕 在 化 せず,潜 在 的 な力 と して労 働 者 の な か に 眠 っ

て い る。 この潜 在 力 は,資 本 の専 制 的指 揮 の も とで は じめ て 発揮 され るが,

.それ は労 働 者 を 人間 と して 発 達 さ せ る 方 向で 発 揮 され ず に,自 分 た ち のつ

く りだ した 生 産 力 が,資 本 の 力 に転 化 し,労 働 者 に は,労 働 の疎 外,苦 痛,

細 分 化,不 安 定 性 を もた らす とい う形 で 発 達 を 阻害 し,障 害 をつ く りだす

とい う形 で 発 揮 され る。 そ こで,資 本 が 搾 取 の なか で ひ きだ した これ らの

潜 在 的 な力 が,労 働 者 の 発達 に とっ て積 極 的 な意 味 を もつ た め に は,ど の

よ うな 条 件 が 必 要 な の かが 問 わ れ て くる。」(池 上 惇 「『主 体 形 成 論 』 と自

由 の問 題 」 『唯物 論」:第U号,1979年)

これ は資 本 主 義 の も とで の 労働 者 の潜 在 能 力 の発 達 と その 顕在 化 を 問題 に し

た 一 文 で あ るが,「 溝 在 力 ア プ ロー チ 」 にた つ 池 上 理 論 の片 鱗 を私 た ち は こ こ

に読 み とる こ とが で き る。 で は,池.E氏 は 自 ら独 自 の 「潜 在 カ ア プ ロー チ」 を

持 ちつ つ,な ぜ こ とあ らた め て ラス キ ンの 「潜 在 力 ア プ ロー チ 」 に着 眼 した の

で あ ろ うか 。

そ の理 由 は,当 時 の 池 上 説 が 主 と して資 本 ・賃 労 働 関係 に お け る 「潜在 力 ア

プ ロー チ」 を展 開 してい た の にた い して,ラ ス キ ン説 は財 ・人 間関 係 にお ける

「潜 在 力 ア プ ロー チ」 を 出 発 点 に お い て お り,両 者 の い わ ゆ る接 合 を通 じて
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「潜 在 力 ア プ ロ ーチ 」 自体 が よ り包 括 的 に な り,そ れ に 依 拠 して 「.人間発 達 の

経 済学 」 も一 層 膨 らみ を ます と考 え.られ た か らで あ った,と 思 わ れ る。 池 上 版

潜 在力 アプ ロー チ は ラス キ ンの 固有 価 値 論 をそ の 体 内 に と りこ む こ とに よ っ て,

新 た な羽 ば た きの 力 を もの に した と言 って よい か も しれ な い。

II包 括 的 な 「潜 在 力 ア プ ロ ー チ」 と ノ ーハ ウ概 念

固有 価 値 とそ の受 容能 力 の 双 方 を潜 在 力 と見 なす 視 点 は,「 人 間発 達 の池 上

理 論 」 にA・ セ ンの福 祉 理 論 に接 近 す る経 路 を 切 り開 くこ とに な る。 そ れ は,

セ ンが 経 済 学 の分 野で 生 活=消 費 者 の 評 価 能 力 の 重 要性 に ス ポ ッ ト ・ラ イ トを

あ て た最 近 の数 少 な い研 究.者だ った た め で あ る。 セ ンは,事 実 上 ラ ス キ ン と同

様 に,同 じ一 つ の財 貨 ・モ ノで あ って もそ れ を利 用 一 消 費す る者 の評 価 能 力 や

使 い方 に よ って そ れ らの モ ノの 持 つ 価 値 の ひ きだ し方 に違 いが 生 じる こ と に注

目 した 。 つ ま り,人 の潜 在 能 力 い か ん に よ っ て 同 じ財 貨 ・モ ノで あ って も人 の

組 活 の福 祉=豊 か さ に差 異 が 生 じる こ とに注 目 したわ けで あ る。彼 は た とえ ば

次 の よ うに指 摘 してい る。

「ひ との福 祉 につ い て 理 解 す る た め に は,わ れ わ れ は 明 らか に ひ との 『機

能 』 に まで,す な わ ち彼/彼 女 の所 有 す る財 とそ の特 性 を 用 い て ひ とは何

を な し うるか にま で 考 察 を お よ ば さね ぼ な ら ない 。」(ア マ ルテ ィア ・セ ン,

鈴 村 興 太 郎 訳 『福 祉 の経 済学 』 岩 波 書 店,1988年,22ペ ー ジ)

こ こで 人 の福 祉 と さ れ るの は,well-beingの こ とで あ るか ら,そ れ は 生 活

の豊 か さ を さす もの と考 え て よ い、 その 豊 か さ=福 祉 の水 準 は,セ ンに よれ ば,

人の 持 つ 財 貨 そ の もの で決 ま る もので も な けれ ば,そ の財 貨 か らえ られ る主観

的 な満 足 の 度 合 だ け で も決 ま ら ない 。 福 祉 は,そ の財 貨 に対 す る人 の機 能,つ

ま りそ の モ ノを使 って どの よ う に生 活 す るの か とい った生 き方 や 行 為 ゴ そ して

その 潜 在 能 力 の評 価 に よ っ て決 ま る。 そ の根 拠 を彼 は次 の よ うに説 明 して い る。

「機 能 が 福 祉 を反 映す る とい う..1張は,ど ん な根 拠 に基 づ くもの だ ろ うか 。

この 主 張 は基 本 的 に,ひ と の福 祉 とは彼/彼 女が どん な生 き方 を して い る

一
.
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か,ま た彼/彼 女 が そ の 「や り方 』 やr生 き方』 に お い て どん な成 功 を収

め て い るか に関わ る事 柄 で あ る はず だ とい う簡 単 な事 実 に 立脚 して い る。

ひ との福 祉 を判定 す る作 業 は,ひ との 「や り方 』 や 『生 き方』 を 反 映す る

機 能 ベ ク トル を なん らか の方 法 で 評 価 す る とい う形 式 を 取 る他 は な い ので

あ る。」(同 上,44ペ ー ジ。 な おつ い で なが ら,池 上 氏 は セ ンに た い す る評

価 とそ の経 済 学 史 上 の位 置 づ け を 『文 化 経 済 学 の す す め』 丸 善,1991年,

お よ び 『財 政 学』 岩波 書店,1989年,に おい て 行 って い る 。)

この指 摘 の ポ イ ン トは要 す る に,人 の 生活 水 準 や 豊 か さ を考 え る場 合 には,

そ の 人 の 有 す る所 得 や 財 貨,ま た は主 観 的 な効 用 や満 足度 な どで は決 ま らず,

そ の人 自身 の 財 貨 等 に た いす る評 価 能 力 や 潜 在 的 諸 能 力 の 発達 を組 み 込 んで 判

断 しな けれ ば な らな い,と い う点 に あ る。 セ ンは この 方 法 を 自 ら 「潜 在 能力 ア

プ ロ ー チ」 と名 づ けて い るが,こ れが ラス キ ンの固 有 価 値 論 に重 な る こ とは も

はや 指 摘 す る まで もな い 。

だが,上 の よ うな セ ンの 「潜 在 能力 ア プ ロ ー チ」 は池 上 理論 に と って は,福

祉 や 生 活 水 準,豊 か さ等 の諸 理論 に お け る現 代 経 済 学 の い わ ぼ統 一 戦 線 に有 力

な援 軍 とな る もの で はあ って も,ラ ス キ ンの固 有 価 値 論 を乗 り越 え るほ どの力

を もつ もので は なか った 。 な ぜ な ら,セ ンの議 論 は主 と して 消 費 過程 に お け る

財 ・人 間 関係 を問 題 にす るに と ど ま って お り,ラ ス キ ンの よ うに労 働 と消 費 の

両 面 にわ た っ て財 ・人 間 関係 を問 う議 論 に まで は徹 底 してい ない か らで あ る。

同氏 は これ を次 の よ う に説 明 して い る 。

「セ ンの ア イ デ ア は,人 間 が 財 の もつ 特 性 を享 受 し,人 間 と して の 機 能 を

発揮 し うる状 況 に到 達 す る に は どの よ うな社 会 シス テ ムや ル ー ルが 必 要で

あ る か を検 討 しよ う と した の で あ るが,ラ ス キ ンぽ消 費 だ けで な く生 産 や

環 境 を も含 む文 化 的 な人 間生 活 の た め の シ ステ ム を構 想 しよ うと した の で

あ る。」(池 上惇r現 代 経 済 学 と公 共 政 策』 青 木 書 店,1966年,149ペ ー ジ)

そ こで 再 び 私 た ち は セ ンを離 れ て ラ ス キ ン に立 ち戻 らざ る を え ない こと に な

るが,し か し,こ こで話 を 一歩 前 に進 め るた め に言 えば,池.ヒ 版 「潜 在 力 ア ブ
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ロー チ」 は ラス キ ン版 のそ れ に還 元 され る もの で は な く,さ ら に それ を越 えた

地 点 に 到 達 して い る と言 わ な けれ ぼ な らな い 。 こ こで は そ の一 つ ひ とつ を こ と

細 か く論 証 す る い とま は な いが,い くつ か の 論 点事 例 を あ げ る とす れ ば,た と

えば 次 の よ うな諸 点 を ただ ち に と りだ す こ とが で きる だ ろ う(こ れ らは前 掲 池

上 著 書 の ほ か,『 経 済 学』 青 木 書 店,]991年,r生 活 の芸 術 化 』 丸 善,:1993年 等

で 確 か め る こ とが で き る)。

ま ず 第 一に,ラ ス キ ンが 人 間 ・財 関係 を主 に労 働 ・消 費 ・文 化 の 諸 側 面 にお

い て 取 り上 げ,.そ こに 「潜 在 力 ア プ ロー チ 」 を適 用 しよ う と した の に対 して,

池 上 氏 は よ り包括 的 に 人 間社 会 と自然 の 物 質 代 謝 過 程全 体 に そ れ を適 用 しよ う

とす る。 両 者 は 共 に 主 体 と客体 の両 方 を潜 在 能 力 の 担 い 手 と して見 る点 に お い

て共 通 す るが,池 上 理 論 に お け る主 体 は あ る時 に は個.人で あ り,あ る時 に は集

団で あ り,ま た 別 の 時 に は社 会 で あ っ て,他 方 の 客 体 の 方 もあ る時 に ぱ 自然 環

境 で あ り,あ る時 に は 労働 生産 物 ・サ ー ビスで あ り,さ らに ま た別 の時 に は社

会 で あ った りして,潜 在 能 力 の 担 い 手 は 主 客 両 方 に ま たが っ て 自在 に移 動 す る。

この 躍 動 感 あふ れ る 「潜 在 力 ア プ ロー チ」 は ラス キ ンに は ない 池 上 理 論 に独 自

な もの と言 わ な け れ ば な らな い 。 一 言 で い え ば,「 人 間 と 自然 の物 質代 謝 過 程

の 総 体」 を 「潜 在 力 ア プ ロ ーチ 」 で 解 読 しな おす 視 点 を提 起 した こ と,こ こ に

池 上 理 論 の新 鮮 さが あ る,と 見 る こ とが で き る。

第 二 は,池 上 理 論 が 入 間 と 自然 の 物 質代 謝 を担 う技 術 ・生 産 力 を と りあ げ る

際 に,ラ ス キ ンの時 代 と は異 な るは るか に高 い水 準 の それ を視 野 にお さめ て い

る こ とで あ る 。 ラ ス キ ンの 時 代 は伝 統 的 な職 人主 体 の手 工 業 が 機 械 制 大工 業 に

移 行 しよ う とす る時 代 で あ った が,池 上 理論 が視 野 に とら え る の は オー トメー

シ ョン と情 報 化時 代 の技 術 ・生 産 力段 階 で あ る。 この違 い は大 きい 。 人 間 主体

の 潜 在 能 力 を 問題 にす る にせ よ,自 然 客 体 の 潜在 力 を 問題 にす る にせ よ,両 者

の 間 に は 質 や 水準 の点 で 大 き な差 違 が横 た わ って い る と言 わ な けれ ば な らな い 。

た とえ ば,ラ ス キ ンやW・ モ リスの 時代 には 自然 界 に 眠 る 固有 価 値 に して も,

人 間 に 宿 る潜在 能力 に して も,そ れ らは 主 に 諸 個 人 の技 能 ・熟 練 ・工 芸 等 の技
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や 匠 を媒 介 に して顕 在 化 し享 受 さ れ る もの で あ っ た が,.池..h理 論 が 直 面 す る

オー トメー シ ョン ・情 報 化 時 代 の 潜 在 能 力 は主 客 両 方 に また が って 社 会 的 に組

織 され,計 画 的 系 統 的 に秩 序 だ て られ た機 構 の 中 に待 機 す る力,つ ま り組織 化

され た 集 団 的 潜 勢 力 に ほ か な らな い 。 現 代 で は ラ ス キ ンの 時 代 に は 存 在 しな

か った 労 働 ・生 活 ・文 化 等 を 支 え る 基 盤 や 制 度 等,固 有 の イ ン フ ラス トラ ク

チ ャーが 必 要 とされ る。

そ こで 第 三 に,池 上 理 論 で は オ ー トメ ー シ ョ ン ・情 報 化 時 代 に 固有 の イ ンフ

ラス トラ クチ ャー,つ ま り技 術 ・生 産 力 のME・ 情 報 化 段 階 を担 うハ ー ド ・ソ

フ ト両 面 に また が る イ ンフ ラ ス トラ クチ ャー の あ り方 が 入 間発 達 に と って持 つ

意 味 が鋭 く問わ れ る こ とにな らざ るを え な い 。 つ ま りラ ス キ ンの 時代 には まだ

萌 芽 的 に しか 問題 に され なか った 課 題 が 正 面 か ら と りあ げ られ る よ う にな る。

この 場 合,イ ンフ ラス トラ クチ ャー は 二 重 で あ る。 一 つ は交 通 ・通 信 ・情 報

ネ ッ トワー ク,研 究 ・学 習 ・文 化 等 の 社 会装 置,防 災 ・安 全 ・環 境 保 全 等 の基

盤 技 術,教 育 ・医 療 ・福 祉 等 の 施 設体 系,そ の他 の都 市基 盤 で あ り,い ま一 つ

は憲 法 イ ンフ ラ ス トラ クチ ャー と総称 され る人 権 保 障 の 法 や ルー ル,社 会 制 度,

市 場 規 制 シ ステ ム,参 加 と分権 の シ ス テ ム,地 方 自治 等 で あ る。 そ こで,一 方

で の高 度 なME一 情 報 化 段 階 の 生 産力 とそれ を担 う イ ン フ ラ ス トラ クチ ャー,

他 方 で の科 学 ・技 術 ・文 化 の 成果 の上 にた つ 社 会 化 され た 発 達保 障 の.インフ ラ

ス トラ クチ ャー,こ れ ら両 者 の 中 に あ っ て双 方 の 「出 会 い 」 を媒 介 す る もの は

何 か,と い う問題 が で て くる。 そ こに 登 場 す る の が,潜 在 力 を 顕 在 化 す る方

法 ・構 想 ・設 計 を 意 味 す る ノ ー ハ ウ と い う概 念 で あ る。

した が って 第 四 に,池 上理 論 で は,人 間 と 自然 の 物 質代 謝 の総 体 を問 題 に し,

主 客 双 方 の 潜 在 諸 力 を顕 在.化す る媒 介 と して ノー ハ ウ とい う固有 の概 念が 重視

され る こ とに な る 。 ノー ハ ウ とは何 か,そ れ は 固 有 価値 といか な る関 係 にあ る

の か 。 同 氏 は これ を次 の よ うに説 明 して い る。

「固 有 価値 は,自 然 資 源 そ の もの が もつ 固 有 の性 質 と,そ の 固有 性 を活 か

しう る ノー ハ ウ とい う二 つ の要 素 と,そ れ らを結 合 す る労 働 の成 果 を意 味
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す る。」(前 掲 『現 代 経 済 学 と公 共 政 策』88ペ ー の

この説 明 に したが え ば,ノ ー ハ ウ とは 固 有価 値 とい う一 つ 潜 在 的 力 を顕 在 化

す る方法 で あ り,人 間 の労 働 に担 わ れ,ま た 人 間 の労 働 が した が わ な けれ ば な

らな い方 式 を意 味 す る。 ラ スキ ンの言 葉 で い え ば,そ れ は固 有 価 値 を有 効 価値

に転 化 す るた め の 方 法 にほ か な らな い。 ノ ーハ ウ は固 有 価 値 幕 潜 在 的 力 を顕 在

化 す る方 法 で あ る限 り,一 つ の 固有 性 を もつ 。 同 氏 は これ を,「 固 有 価 値 は素

材 の 固 有性 を 活 か し うる ノー ハ ウの 固 有 性 の 上 にな りた つ」 と説 明 して い る。

か か る ノー ハ ウは過 去 の伝 統 的 職 人 の ワザ や 匠 に 相 通 ず る もの が あ る一 面 ,

他 面 で は伝 統 的 な熟 練 ・技 能 とは異 な り,科 学 ・技 術 の 成 果 を 享 受す る上 に な

りた つ 。 なぜ な ら,ノ ー ハ ウに は 「過 去 か ら継 承 さ れ 現 在 の 新 しい 内容 が 追 加

され た 科 学 的 な 知識,技 術 力,技 能,熟 練,デ ザ イ ン感 覚 な ど独 白の創 造 的 ア

イ デ ィアが 含 ま れ て い る」(同.L,60ペ ー ジ)か らで あ る。 い わ ば 「新 しい 型

の 熟練 」 と呼 ぶ べ きこの ノー ハ ウは,上 の 説 明 に もあ る よ う に,歴 史 継 承 的 な

技 術 ・技 能 と,い ま一 つ,新 しい 科学 ・技 術 ・文 化 の享 受 ・修 得 との 結 合 関係

の なか に形 成 され る もの で あ る。

さて,ラ ス キ ン との対 比 は この あ た りで 別 れ をつ げ,い ま 私 た ちが 出 くわ し

た ノ ーハ ウ概 念 を手 が か りに して,「 潜 在 力 ア プ ロ ー チ」 の 内部 に も う少 し深

く足 を 踏 み 込 ん でみ よ う。

.一

.

.

i
.

III人 間 ネ ッ トワ ー クの 形 成 と共 受 能 力 の発 達

前節で確かめたノーハウ概念の特質を再度まとめてお くとすれば,そ れは①

潜在力を顕在化する方法であること,② 過去か らの伝承と新 しい知識 ・文化の

結合から形成されること,③ 人間=社 会 と自然 との両者を潜在力の担い手 とす

れば,そ の双方に適用可能な概.念であること,④ 人間 ・自然に眠る潜在諸刃が

それぞれ固有性 を持つ以上,各 ノーハウにも固有性があること,以 上になる。

このようなノーハウ概念の特質をおさえたうえで,私 がここで注目したいの

は,ノ ーハウが成立する前提 としてまずは潜在力に対する評価能力の形成 ・発 {
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達 が 問題 に され な けれ ば な らない,と い うこ とで あ る。 な ぜ な ら,財 の固 有 価

値 ≡潜 在 力 にせ よ人 間 の個 性 的 な潜 在 能 力 にせ よ,あ る い は ま た社 会 内部 に潜

む歴 史 的進 歩 の潜在 力 にせ よ,そ れ らを引 きだ す た め に は,ノ ー ハ ウ の構 想 に

先 だ って まず 潜 在 力 に対 す る評 価 能 力 の形 成 が 必 要 とさ れ る はず だか らで あ る。

ノー ハ ウ の水 準 は 評 価 能力 の 発達 に よ って 規 定 さ れ る。 と りわ け科 学 ・技 術 ・

文 化 の最 新 の 成 果 を活か した ノ ーハ ウが 問 題 に さ れ る と きに は,評 価 能 力 の独

自な形 成 ・発 達 が 不 可欠 に な る だ ろ う。

とす れ ば,評 価 能 力 概 念 は 固 有 価値 論 の なか に ど の よ う に位 置 づ け られ るで

あ ろ うか 。 これ が 問題 に な る。 ラ ス キ ンの 固 有 価値 論 に そ く して 言 えば,ノ ー

ハ ウ とは 固有価 値 を有効 価 値 に転 化 す る方 法 の こ とで あ ったが,同 時 に他 方,

同 じ ラス キ ンに よれ ば,固 有 価 値 の有 効 価 値 へ の 転 化 は 人 間 の受 容 能 力 に規 定

され る もので もあ った。 そ こで,も しこの 関 係 の な か に 評価 能力 とい う概 念 を

尊人 す る とす れ ば,ラ スキ ンの言 う受 容 能 力 は 評 価 能 力 とノ ー ハ ウ と い う二 つ

の要 素 に分 解 され る こ とに な るだ ろ う。 要 す るに,受 容 能力 は評 価 能 力 プ ラス

ノーハ ウ に よ って構 成 され る,と 把 握 され う る。

こ の よ うに評価 能 力概 念 を 固有 価 値 論 の な か に位 置づ け る こ とが 可 能 で あ る

とす れ ば,こ こ に一 つ の新 しい問 題 つ ま り評 価 能 力 自体 は どの よ う に発 達 し

て い くめ か とい う新 た な 問題 が あ らわ れ る こ と に な るだ ろ う。 「潜 在 力 ア プ

ロー チ」 の眼 を一 貫 させ て い えば,評 価 能 力 もこ こで は 一つ の潜 在 能 力 に ほか

な らな い。 そ こで 問 題 は,評 価 能 力 の潜 在 的 発 達 の 可 能 性 とそ の顕 在 化 の条 件

は ど こに あ るの か,と い う こ とに な る。

池 上 理 論 は こめ 問題 に対 して 「人 間.ネッ トワー ク論 」 を も って こ た え よ う と

試 み た。 氏 は次 の よ う に説 明 して い る。

「固 有 価 値 の評 価 は消 費者 の人 間 ネ ッ トワー ク,生 産者 の 人 間 ネ ッ トワー

ク,コ ー デ ィネー ター の媒 介 が あ って 成 りた つ もの で,互 い に ネ ッ トワー

クが どの よ う な学 習や 消 費や 生 産 の シ ステ ムを も って い るか を知 り,評 価

しな けれ ば 契 約 が 成 立 し難 い。 この意 味 で は情 報 の 共 有 が評 価 の 前提 とな
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る。」(同 上,6ユ ベ ー ジ)

こ こで は,生 産 ・消 費 の人 間 ネ ッ トワー ク とそ の コー デ ィネ イ トの なか で 互

い の情 報が 共 有 され,そ の情 報 の 共 有 をつ う じて 固有 価 値=潜 在 力 に対 す る評

価 能 力 が形 成 さ れ る 関係 が 指 摘 され て い る 。 これ を よ り積 極 的 に言 い 直 せ ば,

現代:社会 の 重 要 課題 は 人 間 ネ ッ トワー クの 形 成 に よ っ て情 報 の共 有 に基 づ く評

価 能 力 を高 め る こ と,こ こ にあ る とい う こ とに な る。 同氏 は した が って,次 の

よ う に も指 摘 してい る。

「消 費 者 の 人 間 ネ ッ トワー ク に よ って,固 有 価 値 を 享受 す る力 量 を発 達 さ

せ,生 活 の 質 へ の 欲 求 を高 め る こ と,ま た,こ れ に 対応 す る財 や サ ー ビス

を供 給 す るた め に,ξk産 者 の人 間 ネ ッ トワー クを形 成 し,地 域 資 源 の 固有

価 値 を活 か す ノー ハ ウを創 りだ して 活 用 す る こ とは,現 代 の経 済生 活 の基

本 的 な特徴 で あ る。」(同 上,91ペ ー ジ)

こ の よ うな 人 間 ネ ッ トワー クを通 じた 評 価 能 力 の 発達 とい う見 通 しに い ま少

しこだ わ っ てみ よ う。 や や 図 式 化 して い う と,「.人 間 ネ ッ トワー クの形 成 → 評

価 能 力 の発 達 → ノー ハ ウの 形 成 → 固 有 価値 の顕 在化 」 とい う推 論 が これ まで の

議 論 の 到達 点 で あ った。 い ま問 わ な け れ ば な らな い の は,人 間 ネ ッ トワー クの

形 成 が 何故 評 価 能 力 の形 成 ・発 達 を促 す とい え る のか,こ の問 題 で あ る。 この

問 い に対 す る解 答 は基 本 的 に は 「情報 の 共 有」 とい う点 で 与 え られ て い るが,

い ま少 し深 く人 間 ネ ッ トワー クの 内 部 の 力 を探 っ てみ る こ と に し よ う。

人 間 ネ ッ トワー ク とは 一 体 い か な る もの か,池 上 氏 は リプ ナ ック ・ス タ ン プ

『ネ ッ トワー キ ン グj〔 正 村 公 宏 訳,プ レジ デ ン ト社,1983年)の 議 論 を援 用

しつつ,そ れ は 「一 種 の 倫 理 的 な 性格 を もつ 小 集 団で あ る」 と解 説 し,そ の倫

理 性 を二 つ の点 か ら説 明 して い る。 そ の 第一一は 「希 望 の共 有 」 に も とつ く集 団

で あ る こ と,第 二 は 「対 等 な 関 係 の も とで の相 互理 解 」 に よ る集 団 で あ る こ と

で あ る。 これ ら二 つ の 性 格 は,人 間 ネ ッ トワー クが 人 間 相 互 の コ ミュ ニ ケ ー

シ ョンを通 じた 集 団 的 関 係 な い し集 合体 で あ る こ と を示 す もの にほ か な らな い 。

な ぜ な ら,希 望 の共 有 にせ よ相 互 理 解 に せ よ,そ れ は 人 間相 互 の コ ミュニ ケ ー

ー

ー

ー

』
澗

劉

.

ー
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シ ョ ンと相 互 前提,相 互促 進 の 関係 に あ るか らで あ る(二 宮 厚 美 「生 きが い の

構 造 と人 間 発 達』 労 働 旬 報 社,1994年 参 照)。 要す る に,人 間 ネ ッ トワー ク を

形 成 す るの は.人相 互 の コ ミ ュニ ケ ー シ ョ ン関係 で あ る。

コ ミュニ ケ ー シ ョ ンに よ っ て形 成 され る人 間 ネ ッ トワー クは,そ の 内 部 にい

か な る力 を 宿 して い るか 。 池 上 理 論 で は これ を い ま 一 つ の新 た な概 念,コ モ

ン ・ス トック概 念で 解.き明か して い る よ うに考 え られ る 。 コ モ ン ・ス トック と

はA・ ス ミスか ら継 承 され た 概 念 で,.具 体 的 に は 「才 能 の差 違 を相 互 に活 か し

合 う関 係 」 と規 定 さ れ る もの で あ る。 池.』氏 自 身 の 説 明 を そ の ま ま 引 け ば,

「ス ミス は個性 や 才 能 の差 違 を相 互 に活 か し合 え るの は 人 間社 会 の基 本 的特 徴

で あ る と考 え て,『 才 能 の差 違 を相 互 に活 か し合 う関係jを 『コ モ ン ・ス トッ

ク』 と呼 ん で い る」(同 上,95ペ ー ジ)と な る。 ス ミス の コモ ン ・ス トック概

念 は主 に商 品 生 産 ・交 換 関係 を通 じて 形 成 され る 「才 能 の差 違 を相 互 に活 か し

合 う関係 」,つ ま り分 業 関 係 の それ で あ る が,池 上 理 論 で は そ の コ ンセ プ トは

保 持 されつ つ,よ り一 般 的 な 人 間 関 係 に 適 用 さ れ る 。 そ こで この 概 念 を用 い て

い え ば,人 間 ネ ッ トワ ー ク とは そ の 内 部 に お い て.「才 能 の 差 違 を活 か した 関

係 」 を コ モ ン ・ス トック に した 集 団 の こ とで あ る,と 言 い 換 え る こ とがで きる

だ ろ う。

こ こまで くれ ば,あ と残 さ れ た 問題 は 「才 能 の差 違 を活 か した 関係 」 が コモ

ン ・ス トックに な る よ うな保 障 は どこ に あ るの か,こ れ を問 い さ えず れ ば よい

こ と に な るだ ろ う。 私 見 に よ れ ば,人 間 ネ ッ トワー ク内 部 に 「才 能 の差 違 を活

か す 関 係 」 を コモ ン ・ス ト ック に しう る保 障 は,ほ か な らぬ コ ミ ュニ ケ ー シ ョ

ンの 構 造 に あ る 。 そ の根 拠 は,コ ミュ ニ ケ ー シ ョンが 人 間相 互 の 「共 受 関係 」

を つ く りだ す た めで あ る。 これ に はい ま少 し説 明 が必 要 だ ろ う。

各 種 の コ ミ ュニ ケ ー シ ョ ンの原 型 で あ る対話 コ ミ ュニ ケ ー シ ョ ンをい ま こ こ

で と りだ してみ よ う。 そ うす る と,そ こに は話 し手 の側 の 「自己 の 能動 的表 現

に よる 自己確 証 」 と聞 き手 の 側 の 「他 者 の 受動 的享 受 に よ る評価 ・応答 」 の二

つ が 交 錯 して い る こ とが わ か る。 能 力 概念 で い え ば,話 し手 の 側 の 表現 ・伝 達
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能力 と聞 き手 の側 の 評 価 ・受 容 能 力 が交 流 され 交 差 す る。 話 し手 は 聞 く者 を相

手 に して 自己 を表 現 した り,情 報 を提 供 した り して聞 き手 の 知 識 を 広 げ た り,

そ の発 達 に刺 激 を与 えた りす る が,実 は 聞 く側 の評 価 ・応 答 を 媒 介 に して 自 ら

を確 証 ・発 達 させ て もい るの で あ る 。 したが っ て こ の関 係 は話 し手 と聞 き.手と

が共 に相 手 の能 力 を享 受 し合 う とい う関係,つ ま り:共受 関係 で あ る と言 わ な け

れ ば な らない 。

尾 関周 二 氏 はか つ て,労 働 が 「人 聞 と 自然 の物 質代 謝 の 媒 介」 で あ る の に対

比 して,コ ミュ ニ ケー シ ョンを 「人 間 と人 間 の精 神 代 謝 の 媒 介 」 と して特 徴 づ

けた(尾 関周 二 『言 語 的 コ ミュニ ケ ー シ ョ ン と労 働 の 弁 証 法」 大 月 書店,1989

年〉。 的 を射 た 巧 み な 比 喩 で あ る。 この 示 唆 を 生か して い えば,人 間 と 自然 の

物 質代 謝 を担 う労 働 は,第 一 に 人 間 に よ る 自然 改 造 をつ う じた 質 料 転換 の意 味

を持 つ と同時 に,第 二 に人 間 自 らを 変 革 して い く作 業 で もあ る。物 質代 謝 が も

っ この 二 重 の 意 味 を 「.人間 と人 間 の 精 神 代 謝 の媒 介」 と して の コ ミュ ニ ケ ー

シ ョンに投 影 して み れ ば,そ れ は まず 第 一 に あ る主 体 人格 が コ ミ ュニ ケ ー シ ョ

ンの相 手 で あ るい わ ば対 象 人格 に精 神 的 に働 きか け,相 手 を変 革す る と同時 に,

第 二 にそ の 働 きか け を 通 じて 自分 自 身 の精 神 の変 革 を 果 たす 過 程 で あ る。 そ こ

で は 主客 両 者 が 同 時 に な ん らか の形 で 変 革 され る。 この主 客 同時 の変 革 μ∫能性

に着 眼 して み た と き,コ ミ ュニ ケ ー シ ョンは 主 客 両者 の 共受 関係 を形 成 す る と

言 え るわ けで あ る 。

い ま教 育 の 場 を と りあ げ て 補 足 説 明 を す る と,教 師 は子 ど も との コ ミュニ

ケー シ ョンを 通 じて彼 ら を直 接 に教 育 す る と同 時 に,子 ど もた ちの 発 達過 程 を

.卜全 に 評価 す る と きに 自 らが 発 達 す る。 子 ど もは教 師 の指 導 を享 受 して 発達 す

るが,同 時 に教 師 も子 ど も の発 達 を亨 愛 す る と きに発 達 す る。 これ は 教 師 と子

ど もが 互 い の発 達 を 享 受 しあ う関 係 に ほ か な ら な い 。 い わ ば 「発 達 の 共 受 関

係 」 が そ こ に生 ま れ るの で あ る 。 語 呂 あわ せ風 に い う と,教 育 ・指 導 す る者

(教授 者)が 教 わ る側 の 発 達 を促 す だ け で は な く,同 時 に教 育 ・指 導 され る側

(享受 者)の 発 達 を通 じて 自 ら も発 達 す る とい う関係 が 成 立す るか ら,「 教 授 」
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と 「享 受」 が い わ ばか け合 わ され て第 三 の 共 受 関係 が 成 立 す るわ けで あ る。

私 は前掲 拙 著 『生 きが い の構 造 と人 間発 達』 にお い て,共 受 概 念 を.用い て コ

ミュ ニ ケ ー シ ョンの 構 造 を検 討 した こ と が あ る の で,こ こで は 紙 数 の 問 題 も

あ っ て 共 受 関 係 の分 析 に は これ 以 上 た ち い らな い。 要す る に,コ ミュ ニ ケー

シ ョン には そ こに参 加 す る メ ンバ ー相 互 の 共 受 関係 がつ く りだ され,参 加 者 の

共 受 能 力 を 発達 させ る力 が あ る こ と,.こ れ が こ こで確 認 したい こ とで あ る。

そ こで 再 び 池 上理 論 に戻 っ てみ よ う。 先 に確 か め た よ うに,池 上 理 論 は一 方

で は人 間 ネ ッ トワー クを形 成 す る の は 人 間相 互 の コ ミュニ ケー シ ョン関 係 で あ

る と説 明 しつ つ,他 方 で は人 間 ネ ッ トワー ク とはそ の内 部 に お い て 「才 能 の差

違 を活 か した蘭 係 」 を;モ ン ・ス トッ クに した集 団 の こ とで あ る と説 明 して い

た,,こ の二 つ の説 明 を ブ リ ッジす る もの は何 か 。 もはや 言 う まで もな い だ ろ う。

そ れ は,コ ミュ ニ ケ ー シ ョンが 「才 能 の差 違 」 を享 受 しあ う共 受 関係 と共受 的

発 達 の場 をつ く りだ こ と に求 め られ る。]ミ ュニ ケ ー シ ョン は共受 関係 の なか

で そ の参 加 メ ンバ ー の な か に 共受 能力 を ぽ ぐ くむ 。 そ して,コ ミュニ ケ ー シ ョ

ン集 団 を単 位 に した 共 受 能 力 の 発達 こそ は個 人 単 位 で み た 評価 能力 の発 達 を促

す もの に ほか な らな い 。 した が っ て,人 間 ネ ッ トワ ー クが なぜ 諸 個 人 の評 価 能

力 の発 達 を促 進 す るの か,と い う先 の設 問 に こた え る形 で い え ば,そ れ は 人 間

ネ ッ トワ ー クの 形 成 が コ ミュニ ケ ー シ ョ ンに よ って 担 わ れ る た め に,そ の内 部

に絶 えず 共 受 能 力 と と も に評 価 能 力 とを発 達 させ ず には お か な いか らで あ る,

とい う こ とが で き るだ ろ う。

お わ り に

先 に 使 っ た言 葉 で い え ぼ,コ ミ ュニ ケ ー シ ョ ン に お け る 共 受(X)は 教 授

(の と享 受 〔β)の あ たか も関 数 で あ って,f(x)=a#と な る。 た だ しこの 関

数 に あ っ て は,α と βの 結 合 関 係 が高 まれ ば高 ま る ほ ど,コ ミュニ ケ ー シ ョ ン

の密 度 が高 ま り,し た が って共 受(X>の 水 準 も高 ま る とい う関 係 が 成 立 す る。

したが っ て 「人 間発 達 の 池 上 理論 」 で は,コ ミ ニニ ケー シ ョンの密 度 を 高め る
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た め に はい か な る法 ・ル ー ル や社 会 制度 が必 要で あ るか,と い う先 述 の イ ン フ

ラス トラクチ ャー 論 が 問.題に な って くる で あ ろ う。 これ は コ ミュニ ケー シ ョ ン

の政 治 経 済 学 の課 題 で あ る。 だ が,こ の小 論 で は,こ れ 以 上 コ ミュ ニ ケー シ ョ

ン論 に た ち い って 検 討 を 進 め る こ と はで きな い。 た だ こ こで は コ ミ ュニ ケ ー

シ ョ ン内 部 に宿 る共 受 的 発 達 の 潜在 力 を顕 在 化 す るた め に は,ほ ん の基 本 的 な

こ とだ が,互 い の 能 力 的 異 質性 と人 格 的平 等 性 と を同 時 に承 認 し保 障 しあ う民

主 主 義 的 ルー ルの 徹 底 が 必 要 で あ る,と い う こ とだ け を述 べ る に と どめ る。

小 論 を閉 じる にあ た っ て こ こで む し ろ指 摘 して お きた い こ とは,「 人 間発 達

の 池 上理 論 」 の特 徴 で あ る。 池 上 理 論 を 中 心 に と りあ げ た こ の小 論 の最 初 の 固

有 価 値 論 か ら終わ りの ほ うの人 間 ネ ッ トワー ク論 に い た る 筋道 を想 起 す れ ば 明

らか な よ う に,そ の構 図 は.人間=社 会 と自然 の 物 質 代謝 関係 の総 体 を視 野 にお

さめ つ つ,人 間発 達 を問 う支 点 はち ょう ど楕 円 の よ うに 二つ の軸,す なわ ち ひ

とつ は労 働 ・消 費 論,い ま ひ とつ は コ ミュニ ケ ー シ ョン論 の二 つ の 軸 を もr)て

構 成 され てい る。 要 約 して い え ば,人 類 が生 まれ もっ てそ の 発 達 の原 動 力 に し

て きた労 働 とコ ミュニ ケー シ ョン との二 つ の世 界 を軸 に して 「.人間 発達 史観 」

を新 た に展 開 され よ うと した こ と,こ こに 「人 間.発達 の池 上 理 論」 の 最 大 の特

徴 が あ る,と 私 に は思 わ れ る。 この 理論 の ポ ス トで も な くア7タ ー で もな い継

承 の仕 方 が い ま問 わ れ て い る と言 って よ い だ ろ う。
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