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ミ ク ロ.・ マ ク ロ ・ル ー プ に つ い で

塩 沢 由 典

1は じ め に

経済学の基本設計を考えるにあたって,行 動 と総過程の相互関係に注意を払

う必 要 が あ る。 わ た しは,1995年,そ れ を 「ミク ロ ・マ ク ロ ・ルー プ」 とい う

表 題 の も とに 主 題 化 す る こ とを提 案 した1,。 ミク ロ ・マ ク ロ ・ルー プ は,方 法

論 的 個 人 主 義 と方 法 論 的 全体 主 義 の二 元 対 立 を乗 り越 え る新 しい ア プ ロー チ を

示 唆 して い る。 この提 案 は,ア イ デ ア の分 か りや す さ と方 法 論 上 の 意 義 の た め

に,何 人かの研究者の注意を引くことになった%

*こ の 論 文 を瀬 地 山 敏 先 生 に献 ず る。 先 生 は私 に進 化 経 済 学 へ の 踏 み 切 り台 を 用 意 して くれ た。

論 文 の 草 稿 に対 し,磯 谷 明徳 ・植 村 博 恭 ・海 老塚 明 の3氏 お よび 大 阪市 立 大 学 大 学 院 の 塩沢 ゼ ミ

の 皆 さ ん か ら コメ ン トを受 け た。 それ に よ り混 乱 して い た 説 明 が よ り簡 潔 な もの に な った 。 この

こ とは.し か し,第 、1節で批 評 され てい る3氏 が わ た しの 批 判 を 受 け 入 れ た とい う こ とを 意味 し

な い 。

1)専 修 大 学 社 会 科 学 研 究 所 シ ンポ ジ ウム 「新 古 典 派 経 済 学 を超 え て 」(1995年7月1日 一2日).

に お け る 報 告 。 そ の 内 容 は 塩 沢[1995]に 収 録 さ れ た。 そ れ は 一 部 削 除 ・修 正 の 上,塩 沢

[1997b]第3章,113-143ペ ー ジ に再 録 さ れ て い る。 そ の 後 の,こ の概 念 に対 す る わ た し の 言

及 に つ い て は,塩 沢[19976]225-231ペ ー ジ,塩 沢[1998a]第10節,87一 呂8ペ ー ジ,塩 沢

[1999.]第4節 ・第5節,41-44ペ ー ジ,塩 沢[7999E]75,77,90ペ ー ジ,SMozawa巨999]

pp.30-31を み よ。

2)磯 谷 ・植 村[1996]、54ペ ー ジ,平 山[1997]第4節,西 部[1998]皿.1,植 村[1997]119

ペ ー.ジ,磯 谷 明徳[1999.]30,33,46-47,60,66-75,88ペ ー ジ 野植 村[1999]66-72ペ ー ジ,

清 水[1999}152,166ペ ー ジ,な ど。 以 上 に は,こ の 観 念 が 塩 沢[1995}な い し[19976]の 発

想 に よ る と明示 さ れ て い る。 植 村 ・磯 谷 ・海 老 塚[lgg剖 お よび.ヒ 記 引 用 の 諸 論 文 で は 「制 度 論

的 「ミク ロ ・マ クロ ・ル ー プ」」概 念 が 提 唱 さ れ て い る。 そ の他,「 ミク ロ ・マ クロ ・ル ー プ 」 と

い う概 念 へ の言 及 と して ほ,植 村[1996]訂 ペ ー ジ,谷 本[1998]2021ペ ー ジ.八 木[1999.]、

八 木[1999c]な どが あ る 。 八 木([1999a]IOペ ー ジ)は,そ の多 くの論 文 に お い て 「ミク ロ ー

マ ク ロ 関 係 が 主 題 とな っ て い る1と 指 摘 し,「 ミ ク ロ ・マ ク ロ ・ル ー プあ る い は.ミ ク ロ ・マ ク

ロ ・リ ン ク と呼 ば れ る課 題 」 に よ って,「 新 古 典 派 的 な ア トミズ ム か そ れ と も全 体 論 的 な シス テ

ム 決 定 論 か と い う不毛 な 二者 択 一 か ら の脱 出路 を示 唆 して い る よ うに 思 えた 」 と書 い て い る 。
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現 在 で は,「 ミク ロ ・マ クロ ・ル ー プjは,こ の種 の議 論 に お い て ほ ぼ標 準.

的 に使 わ れ る用 語 とな っ て い る。 ひ ろ く受 け入 れ られ た す べ て の術 語 と同 じ く,

「ミク ロ ・マ ク ロ ・ル ー プ」 とい う用 語 も,わ た しの 当 初 の 意 図 とは離 れ た も ・

ち い方 を さ れ る よ うに な っ て い る。 著 者 た ち は,こ の 語 を手掛 か りに 自分 た ち

の 問題 を考 え,こ の主 題 を発 展 ・展 開 させ る意 図 を も って概 念 を改 変 して きた。

原 則 と して,こ の こ とは歓 迎 す べ き こ とで あ る。 いか な る提 案 とい え ど も,そ

れ が よ い提 案 で あれ ば,提 案 者 の 手 か ら離 れ た と き,そ れ は そ れ 自体 に独 立 し

た 運動 を展 開 す る。 そ して,こ の よ う な動 き につ ね に起 こ る こ と で あ るが,

「ミク ロ ・マ ク ロ ・ルー プ」 につ い て も,そ れが 本 来 もっ てい た含 意 が 否 定 さ

れ か ね ない 用 法 と概 念 化 が と きに な され て い る。 この点 につ い て は,.わ た しに

もい くらか の 責任 が あ る。 わ た しの最 初 の提 案 は比 較 的 簡 単 な もの で あ った 。

.ご く大 づ か み の考 えが 提 示 され ただ けで,そ の背 後 に考 え られ て い た さ まざ ま

な 関連 が 明示 され な い ま まで あ った 。 そ こで,も うい ち ど この 主 題 につ い て,

本格 的 に論 じてみ た い。 これ まで 「ミク ロ ・マ ク ロ ・ルー プ」 な い しは そ れ に

類 似 の表 題 で な され て きた 議 論 につ い て も,わ た しが 分 か って い る範 囲 で 簡 単

に触 れ る。 それ らの議 論 とわ た しの 考 え て い る ミク ロ ・マ クロ ・ル ー プ との 異

同 を 明 らか にす る こ と も,ミ ク ロ ・マ ク ロ ・ルー プ とい う考 え を 明確 な もの と

す る の に必 要 と思 わ れ るか らで あ る。

H先 行 す る議 論

塩 沢[1995]に.お い て,わ た しが 「ミク ロ ・マ クロ ・ル ー プ」 とい う用 語 を

初 め て 取 り上 げ た と き,そ の 語 が 具 体 的 に ど.の文 献 に使 わ れ て い るか,明 確 な

記 憶 が あ った わ けで は な い。 わ た し 自 身,そ の場 で 「「ミ ク ロ ・マ ク ロ.・ル ー

プ」 とい う言 葉 は,シ ステ ム 論 関係 で は い ろ い ろ な 人が 使 っ て い る ので,わ た

しの 造 語 で は あ りま せ ん 。 しか し,経 済 学 の基 本 設 計 と して,こ うい う話 をす

るの は こ ごが 初 め て で,本 邦 初 公 開で す(笑)。 」(塩 沢[ユ995]3ペ ー ジあ る

い は 塩 沢[19976]114-145ペ ニ ジ)と 書 い て い る よ う に,ど こか で 読 み 知 っ



ミクロ ・マクロ ・ループについて(465)3

た 語 と考 えて い た こ とは 確 か で あ る 。 の ち に分 か った こ とか ら判 断 す る に,わ

た しが この語 を記 憶 に しま った の は 今 井 ・金 子[1988]に お い てで あ っ た と思

ζ..わ れ る
。 そ の こ とを明 示 し,異 同 を は っ き りさ せ て お く必 要 が あ っ た。 それ を

しな か った た め,.い らぬ 誤 解 が 生 ず る こ と にな った㌔

L.今 井 ・金 子([1988]216-217ペ ー ジ)に 示 唆 され て い る よ うに,こ の 用語 は,

今 井 賢一・と金 子 郁 容 の創 作 の よ う に思 わ れ る。 そ の原 型 は,清 水 博 の 「ポ ロ

燵.ニ ッタ ・ル ー プ」 とい う概 念 にあ るが,今 井 と金 了一はそ れ が もって い る多義 性 を

嫌 っ て,「 ネ ッ トワー ク に脈 絡 を つ.ける」 メ カ ニ ズ ム と し て 「よ り具体 的 ・記

述 的 な」 「ミ.クロ ・マ クロ ・ル ー プ」 とい う表 現 を使 用 す る と説 明 さ れ て い る 。

「ホ ロ ニ ック ・ル ー プ」 とい う表 現 は,文 献 に挙 げ て あ る3点 の 内で は清 水

[1988]に 初 出 す る。 清 水[1978]に は,「 マ ク ロ と ミク ロ の 間 の フ ィー ド

バ ック ・ルー プ」(134ペ ー ジ,派 生 的 な 表 現 と して133ペ ー ジ の 図22の 解 説 お.

・ よ び175-176ペ ー ジが あ る)と い う表現 が あ り,ミ ク ロ とマ ク ロの 間 の フ ィー

ドバ ックの しあ い と して 「フ ィー ドバ ック ・ル ー プ の回 転 」(134ペ ー ジ,ま た

247ペ ー ジ お よ び253ペ ー.ジを見 よ)と い う表 現 も使 わ れ てい る。 清水[1984]

に は,「 秩 序 形 成 の フ ィー ドバ ック ・ルー プ」(51,54,56.77ペ ー ジ,派 生 的

・..表 現 と して64 ,76ペ ー ジ)と い う表現 が使 わ れ て い る(な お,こ の表 現 は清 水`.

、.1;[1978],257ペ ー ジ に も見 られ る〉。 しか し,そ こ には 「ホ ロニ ック ・ル ー プ 」
.議1

も 「ミ ク ロ ・マ ク ロ ・ルー プ」 とい う表 現 も.見当 た ら な い。 「フ ィー ドバ ッ

ク ・ルー プ の 回 転 」 とい う表 現 は,清 水 博 に 特 有 の も の で あ るが,そ れ は今

井 ・金 子[1988]で も 「ミク ロ ・マ ク ロ ・ル ー プが 早 く回 れ ば 」(84ペ ー ジ)

とい う表 現 に 引 き継 が れ て い る。

清 水 博 よ り以 前 に,「 ミ ク ロ ・マ ク ロ ・.ルー プ」 の考 え を定 式 化 した 人 が い

3)こ の 点 に つ い て は,塩 沢[1997h]へ の再 録 に あ た って,そ の 「解a1に お い て 触 れ た(142-

143ペ ー ジ).な お,塩 沢[1998.]87-88ペ ー ジ を も見 よ,し か し,こ の語 につ い て 「シ ス.テム 論

関係 で はい ろい ろ な 人 が使 って い る 」 と書 い た の は,今 井 ・金 子[19881を 意 識 してで は な い 。

塩 沢[1995]の 校 正 時 に 参 照 した の ば,吉 田 ・鈴 木編[1995]の 梅 沢 〔[1995]1呂5-186ペ ー ジ)

て あ っ た。



4(466)..第164巻 第5号

るで あ ろ うか 。観 念 の.類似 性 とい う点 で い えば,さ まざ まな 著 者 が 考 え られ よ

う。谷 本([1998120-21ペ ー ジ).は 「ミク ロ ・マ ク ロ ・リ ン ク」 と 「ミク ロ ・.

マ クロ ・ル ー プ」 を 区別 せ ず,そ う した 捉 え方 をハ ー ケ ン[1980]が 最 初 に示

した と指 摘 して い る。 ハ ー ケ ンが ミク ロ とマ ク ロの 間 の 非線 型 な相 互 作 用 を モ

デ ル化 し,研 究 して い る こ と は確 か で あ ろ う。 しか し,そ こに は 「ミ クロ ・マ

ク ロ ・リン ク」 ない し 「ミク ロ ・マ ク ロ ・ル ー プ」 とい う表 現 は見 当 た ら ない 。

か れ は 「秩 序 パ ラ メー タ」 や 「隷 属 化 」 「自 己組 織 化 」 とい った 概 念 を用 い て

い る。 そ れ が 「ミク ロ ・マ ク ロ ・ル ー プ」 とい う主 題 につ なが るた め には,さ

ら に何 段 階 か の 飛 躍 が 必 要 で あ ろ う。 そ の意 味 で.ハ ー ケ ン に ミク ロ ・マ ク

ロ ・ルー プ の原 型 が 見 られ る とい うの は,や や 早 急 な判 定 とい わ な け れ ば な ら

な い。 そ の程 度 に類 似 の観 念 を求 めて い くな ら,他 の 多 くの 著 者 た ち に も同 じ

こ とが い え るで あ ろ う。 谷 本 は,観 念.の原 型 を 求 め るの に い そが し.く,多 くの

断 絶 を無 視 して い る。 谷 本 が ハ ー ケ ンの 中 に見 て い る もの は,む しろ後 に構 成.

され た 概 念 で あ る と考 え た 方 が よい と思 われ る㌔

あ る表 現 の 起 源 を完 壁 に探 ろ う とす れ ば,一 定 の 日付 以 前 の 過 去 に発 表 さ れ

た す べ て の 文 献 にあ た らな けれ ば な らな い。 その よ うな こ とが 不 可 能 で あ る と

す れ ば,起 源 の探 索 は不 十 分 の ま ま打 ち切 ら ざ る をえ な い 。 とは い え,状 況 証

拠 か らい え ば,「 ミ.クロ ・マ ク ロ ・ルー プ」.の起 源 が 今 井 ・金 子[1988]に あ

る とい って ほ ぼ 間違 い ない で あ ろ う。 著 者 た ち が そ の 語 の採 用 ・使 用 に 言 及 し

て い る し,か れ らが 示 唆 を受 け た 清 水 に は 「マ ク ロ と ミ ク ロ の 間 の フ ィー ド

バ ック ・ルー プ」 な どの 類 似 の 表 現 が 散 見 され る もの の 「ミク ロ ・マ ク ロ ・

ルー プ」 とい う表 現 そ の もの は 見 当 た らな い か ら で あ る。 わ た しは,こ こで は.

「ミク ロ ・マ ク ロ ・ル ー プ 」 とい う表 現 は,今 井 ・金 子[1988]が 考 案 ・採 用

4}谷 本[1993]に ぽ 「ミクロ ・マクロ ・ループ」という表現が一回(115ペ ージ}現 れているが,
それを独立の話題 としては議論 していない。それは 「ホロニ ック・ループ」 との類似性において

言及されているだけである。明示されていないが,こ れは今井 ・金.子[1988]の 表現が滑 りこん

だのであろう。拝本[1993]で は,こ の二つの表現の他,オ ー ト・ポイエーシスやシナジェティ

クス,散 逸構造論,さ らにはブローテンの 「自省的な対話ループ」 〔self.,fl㏄tivedialogical

Loop)な どをもほとんど同列のものとして議論している。
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した もの と考 えて お きたい 。 そ れ 以 前 の 用 例 が あ れ ば,も ち ろ を,こ の 暫定 的

な言 明 は訂 正 され な けれ ば な ら ない 。

さ て,今 井 ・金 子 に よ る 「ミク ロ ・マ ク ロ ・ル ー プ」 は,次 の よ うに 定義 さ

れ て い る。

「.ミク ロ ・マ クロ ・ル ー プ とは,ミ ク ロの 情 報 を マ ク ロ情 報 に つ な ぎ,そ れ を

ま た ミ ク ロ レベ ル に フ ィー ドバ ックす る とい う仮 想 上 の サ イ ク ル の こ とで あ

る。」(今 井 ・金 子[ユ988]80ペ ー ジ)。

しか し,こ の定 義 で は,今 井 と金 子が な に を言 お う と して い る か分 か りに く

い。 や や 長 くな るが,「 ネ ッ トワー ク全 体 の 脈 絡 」 を形 成 す る メ カニ ズ ム につ

い て今 井 と金 子 が 語 る と ころ を追 って み よ う。 今 井 と金 子 の ミクロ ・マ クロ ・

ルー プの特 徴 は,こ の文 脈 にお い て,一 番 よ く現 れ て い るか らで あ る 。

「構 成 員 各 自の主 体 性 と自発 性 に基 づ い た ミク ロ レベ.ルの 行 動 の 集 ま りが,

自己 組 織 的 匠 マ ク ロ レベ ル の ま と ま りを 生 む.よ うな メ カ ニ ズ ム を 備 え て い る

ネ ッ トワー ク を 「脈 絡 の とれ た ネ ッ トワ ー ク」 と呼 ぶ こ とに し よ う。 「脈 絡 」

とい うの は これ まで 「マ クロの 秩 序 」 とか 「全 体 の ま とま り」 とか 表現 して き

た もの と同 じで あ る。 脈 絡 の とれ た ネ ッ トワー ク とい う言 葉 で わ れ わ れ が表 現

した い もの を改 め てい うな ら,多 様 な文 脈 を 持 ち,各 構 成 員 は そ れ ぞ れ 自分 の

選 ん だ て んで んば らば らの 方 向 を向 い て い るの で あ るが,し か し,全 体 と して

何 か し ら一 脈 通 じてい る,カ オ ス的 見 か けに か か わ らず そ の 背 後 に何 か しら の

統 一 的 な コ ンセ プ トが あ る と感 じられ る集 団 の こ とで あ る 。 ネ ッ トワー ク に脈

絡 をつ け る こ と の鍵 に な る の が 本 書 で これ ま で何.回か 登 場 した ミク ロ ・マ ク

ロ ・ル ー プ とい う概 念 で あ る。」(同 上 書,215ペ ー ジ)。

「構成 員 の 自発 的行 動 が ネ ッ トワー ク全 体 の 脈 絡 を 生 成 す る に は,マ クロ レ

ベ ル と ミク ロ レベ ルの 間 に相 互 作 用 の サ イ ク ルが 成 立 す る こ とが必 要 だ 。つ ま

り.全 体 の脈 絡 は個 々の 解 釈 を束 ね て 構 成 さ れ た もの で あ る ・一方,個 々 の解 釈

を形 成す る の に全 体 の 脈 絡 が 必 要 だ とい うサ イ クル で あ る 。 この サ イ クルが 本

章 の始 め の方 で 検 討 した 自己 解 釈 過 程 そ の もの で あ り,そ れ を 実現 す る メカ ニ
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ズ ム.が ミクロ ・マ ク ロ ・ル ー プで あ る とい うわ けだ 。 ネ ッ トワー ク構 成 員 は こ

の ミクロ ・マ ク ロ ・ル ー プ を も って い て,各 自が 主体 的 に 行動 す る中 に も,そ

こに は全 体 の 雰 囲気 とか 共 通 意 識 とか い うマ ク ロ情 報 を常 に察 知 しな が ら 自 ら

の行 動 を調 整 す る とい うメ カ ニ ズ ムが あ る こ とが,ネ ッ トワー クに 脈 絡 がつ く

た め の必 要 条件 で あ る。」(同一ヒ書,216ペ ー ジ)

ネ ッ トワー ク組 織 の全 体 と個.々の構 成 員 と の 間 に全 体 の 脈 絡 を作 りだ す メ カ

ニ ズ ム と して ミク ロ ・マ ク ロ ・ル ー プが 考 え られ て い る点 は,の ち に詳 し く展

開 す るよ うに わ た し自 身 の ミク ロ ・マ ク ロ ・ル ー プ と 同型 で あ る。 しか し,こ

の メ カニ.ズム が,も っ ぱ ら情 報 的 な い し概 念 的 な側 面 で 考 え られ て い る と ころ

が 今 井 と金 子 の ミクロ ・マ クロ ・ル ー プ の特 徴 で あ る。 マ ク ロ に属 す る もの と

して,全 体 の 脈 絡,全 体 の 雰 囲気,共 通 意 識,マ ク ロ情 報 とい った 観 念 が 引 き

合 い にだ さ れ,ミ.ク ロ に 属 す る もの と して は,個 々の 解 釈,み ず か らの 行 動 が

言 及 され て い る。 解釈 が行 動 を規 定 す る もの との判 断 が あ るの で あ ろ う。 この

よ うな 関 連 の な か で 全 体 と個 々 の 自 己 との 間 に行 わ れ る 「自己 解 釈 過 程 」 を実

現 す る メ カニ ズム と して ミク ロ ・マ クロ ・ル ー プが 考 え られ て い る。 ミク ロ と

マ ク ロの 間 に行 き交 う もの は,ご く広 く とれ ば 「情 報 」 で あ り,も うす こ し限

定 す れ ぼ 事 態 に関 す る 「理 解 」 で あ り,情 報 を も とにす る状 況 の 「判 断 」 で あ

ろ う。 今 井 と金 子 の ネ ッ トワー ク論 は,か れ らの い う 「上 層 情 報 観 」(同 上 書,

30ペ ー ジ,ヒ エ ラ ル ヒー の 上 部 に あ る もの に 重 要 な情 報 が 集 ま っ て い る とい う

組 織 観)..を 否 定 し,具 体 的 で 個 別 な 事 柄 にか んす る 「場 面 情 報 」 を重 視 し,そ

れ らが 連 結 され て 自発 的 に 関係 が 形 成 され,「 ミク ロか ら マ ク ロが 形 成 され て

ゆ く」(同 ヒ書,53ペ ー ジ)よ うな 組 織 化 の方 法 論 と して あ る。 これ は か れ ら

が 基 本 的 に.(ヒ エ ラ ル ヒー 組 織 で あ れ,ネ ッ トワー ク組 織 で あ れ)人 間 の集 団

の組 織 論 を考 えて い る以 上,当 然 の こ とで あ ろ う。 しか し,こ れ は,わ た しが

ミクロ ・マ クロ ・ルー プ とい う表 題 の も とに 考 え る ミクロ とマ ク ロ の相 互 関係

とは,そ の意 味 内 容 にお い て も,そ こに 考 え られ て い る 関連 に お い て も,大 き

く.ちが う もので あ る。 わ た しの 「ミク ロ ・マ ク ロ ・ル ー プ 」論 につ い て は,後

.

1
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の 第V節 で 主題 的 に議 論 す る ので,こ こ.では簡 単 に差 異 の み に 言 及 す る に止 め

る 。 わ た しの ミ ク ロ ・マ ク ロ ・ル ー プで は,今 井 た ち が 想 定 す る 「マ ク ロ情

報 」 な い し 「全 体 の文 脈 」 とい った もの は考 え られ て い な い し,ミ クロ に お い

て も,.基 本 的 に は個 々 の主 体 の 行 動 に焦 点 が 当 て られ て い て,個 々 入 の理 解 や

判 断 は直 接 に は考 察 対 象 と な って い ない 。

わ た しが 「ミク ロ ・マ ク ロ ・ルー プ」 とい う表題 で,方 法 的個 人主 義 と方 法

的全 体 主 義 を乗 り越 え る き っか け を得 よ う と して い た と き,先 行 す る用 例 な い

しこ の用 語 の創 始 者 と.して 今 井 ・金 子[1988]を 明確 に意識 して い た とす れ ば,

こ の差 異 に は,い くら短 い 言 及 の な か で あ って も欠 か さ な か った に違 い ない 。

そ の 注 意 を怠 った た め に;こ の概 念 につ い て;た と え ば松 井.名津([1998]40

ペ ー ジ)の よ うな誤 解 を生 んだ こ と は,あ げ て わ た し 自身 に責 任 が あ る といわ

な けれ ば な らな いD.

上 に引 用 した箇 所 に続 い て,金 子 と今 井 は,こ の よ うな ミク ロ とマ ク ロ の 関

連 の在 り方 につ い て イ メ.一ジ は,清 水博 や津 田 一郎 に負 う と して1次 の よ うに

述 べ てい る。

.「わ れ わ れ の,ネ ッ トワ ー クの 脈 絡 に関 す る これ らの議 論 は,清 水(東 大)

や 津 田一 郎 等 の生 物 や 脳 の 働 き に関 す る議 論 に負 う と ころ が大 きい。 た とえ ば,

清 水 は 「生 命 現 象 の核 心 に はマ ク.ロと ミク ロの 問 の フ ィー ドバ ッ ク ・ル ー プが

存 在 して い る」 と して この ル」 プの こ とを ホ ロニ ック ・ル ー プ と呼 ん で い る 。

わ れ わ れ のい う ミク ロ ・マ ク ロ ・ル ー プは 基 本 的 に は この ホ ロ ニ ック ・ル ー プ

と同 じ もので あ るが,「 ホ ロ.ン」 とい う言 葉 が す で に さ まざ ま な文 脈 で 使 わ れ

て い て,清 水 が使 った そ の 本 来 の意 味 とは別 の ニ ュ ア ンスで 誤 って 使 わ れ る こ

とが あ る とい う状 況 を 考 え て,本 書 で は よ り具体 的,記 述 的 な 「ミク ロ ・マ ク

ロ ・ル ー プ」 とい う用 語 を使 用 し て い る 。」(今 井 ・金 子[1988]216-217ペ ー

ジ。 重 引 部 分 は,清 水[1978]138ペ ー ジ)。

この 節 の 最 初 に 述 べ た よ うに,清 水博 の用 語 は論 文 と と もに移 動 して お り,

同一 の 現 象 が さ ま ざ ま な表 現 を も つ.て語 られ て い る。 今 井 ・金 子[19881の
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「ミ ク ロ ・マ ク ロ ・ル ー プ」 は,清 水[19781の 「マ ク ロ と ミ ク ロ の 間 の ・

フ ィー ドバ ック ・ル ー プ」 を短 縮 した もの と考 えて よい で あ ろ う。 清水 は 化 学

レー ザ ー の発 光 を説 明 した あ とで,そ の機 構 を整 理 して,そ こ には ふ た つ の 関

係 が 見 られ る と指 摘 す る。 ひ とつ は化 学 反 応 で 「個 々の ミク ロ な反 応 が 集 ま っ

て,レ ーザ ー とい うマ ク ロな系 の秩 序 状 態 を決 め てい る」 関 係 で あ り,も う ひ

とつ はそ れ とは逆 に マ ク ロな秩 序 に よ って ミク ロ な反 応 が 支 配 され る こ とに な

る 関係 で あ る。 これ を清 水 は ひ とつ の 図(清 水[1978]133ペ ー ジ,図24)に

ま と め て い る。 そ の 図 の 見 出 し に は 「ミ ク ロ な 状 態 と マ ク ロ な状 態 の 間 の

フ.イー ドバ ック ・ルー プの 回 転」 とあ る。 この よ うな 関係 は,も ち ろん 清 水 博

が 最 初 に発 見 した の で も,解 説 した ので もな い。 谷.本が 指 摘 す る よ うにハ ー ケ

ン[1980]に も あ る レー ザ ー の発 振 機 構 の 分 析 で あ る。 こ.の自己 触 媒 作 用 を

ハ ー ケ ン([1985]76ペ ー ジ)は 「新 しい 原 理 」 の表 題 の もと に 再 整 理 して ト

それ らが.「支 配 者 の 存 在 とそ の 隷 属 関係 の概 念 に ぴ っ.たり適 合 す る」 と して い

る.清 水[1978]が この 考 えの 影響 を受 け て い る こ と`串清 水 の表 現 か ら も推 測

さ れ る。 しか し,ハ ー ケ ン自 身が 説 明 す る よ う に,こ の よ うな物 理 ・化 学 現 象.

は レー ザ ー,液 体 巾 の流 れ,化 学 反 応 な ど に共通 す る 自己組 織 化 の機 構 で あ り,

そ れ ら は プ リゴ ジ ン ら に よ り散 逸 構 造 理 論.と して 研 究 さ れ て き て い る。 清 水

[1978]の 貢献 は;こ れ らの解 説 にあ るの で は な く,そ の よ うな現 象 を 「ミク

ロな状 態 とマ ク ロな状 態 の 間 の フ ィー ドバ ック ・ルー プ」 とい った形 で 表 現 す

る こ とに よ り,他 の分 野 へ の類 推 を容 易 に した こ とで あ ろ う。

わ た しの ミク ロ ・.マク ロ ・ル ー プ は,簡 単 にい う な ら,清 水 が化 学 レー ザ ー

の発 振 機構 の説 明 に お け る 「ミク ロな状 態 とマ ク ロな 状態 の 間 の フ ィー ドバ ッ

ク ・ル ー プ」 と 同 じ意 味 の もので あ る。 清 水 博([1978]174,176ペ ー ジ}で

は,フ ィニ ドバ ックは 「互 に影 響 を与 え」 る と され て い て,フ ィー ドバ ックさ.

れ る もの が か な らず し も情 報 で あ る とは され て い ない 。 と こ ろが,今 井 ・金子

[1988]で は,そ れ が ミク ロ レベ ル とマ ク ロ レベ ルの 情 報 ・理 解 ・意識 の双 方

向 的 な や り取 り とい う意 味 に変 形 され て.しま っ てい る。 脈 絡 の あ る ネ ッ トワ.一
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クの 構 築 とい う主 題 か ら,ミ ク ロ ・マ ク ロ ・ル ー プの 概 念 が,こ の よ うな特 殊

な側 面 で 使 用 され た.ことは 理解 で きる。 しか し,そ れ が 自己 組 織 化 の 一般 的 な

機 構 を示 唆 す る ミ ク ロ ・マ クロ ・ル ー プ の標 準 的 な概 念 と され て は な らな いで

あ ろ う。

今 井 と金子 が この概 念 を この よ うな特 殊 な限 定 にお い て もち い た こ とに は,

清.水[1978]に も責 任 が あ る。 化 学 レーザ ー の 原 理 を 説 明 し,ミ ク ロ とマ ク ロ

の 間 の フ ィー ドバ ック ・ル ー プ の 回転 に触 れ た あ と,清 水 はそ れ を 人 間 と社 会

の 関 係 に見 立 て て い る 。個 々人 の意 見 が ま ち ま ちの と き,な に か の拍 子 で か な

り多 数 の 人 の 意見 が そ ろ う と,急 速 に 吐論 が 形 成 され ひ とび との 意 見 を支 配 す

る よ うに な る とい う事 情 が レー ザ ー.のコヘ レ ン ト振 動 形 成 と類 似 的で あ る とい

うの で あ る(清 水[1978]133-134ペ ー ジ)。 た しか に,ウ ィー ナ ーが 強調 した

よ う に,「 フ ィー ドバ ッ ク」 そ の も の に 情 報 と し て の 性 格 が あ り,清 水

([1984]52ペ ー ジ)に も 「フ ィー ドバ ック.・ルー プの な かで 回 って い る もの,

そ れ は広 い意 味 の 情報 で す 。」 な ど とい う注 意 が あ る 。 だ が,こ れ は あ くまで

そ こ に発 現 して い る物 理 過 程 を解 釈 して み れ ば 情報 と して の側 面 が強 い とい う

こ と に過 ぎな い。

経 済 学 な い し社 会 科 学 一 般 の 方 法 論 と して必 要 な ミク ロ ・マ クロ ・ル ー プ は,

後 に 説 明 す る よ うに,個 人 が 抱 い て い る表 象や 意見 の交 換 に止 ま る もので は な

く,個 々 の主 体 の行 動 と経 済 の 総 過 程 の 間 にあ る双 方 向 的 な い し円環 的 な規 定

関係 全 般 にわ た る もので あ る。 この 点 に,今 井 ・金 子[1988]の ミ クロ ・マ ク

ロ ・ルニ プ とわ た しの それ との 間の もっ と も大 きな違 いが あ る。 ミ クロ ・マ ク

ロ ・ルー プを今 井 ・.金子流 の 「情 報 」 の や りと りに 限定 して しま って は,方 法

論 的個 人主 義 や 方 法 論 的 全 体 主 義 を超 え る社 会過 程 の新 しい見 方 とす る ことは

で きな い。

111ミ ク ロ ・マ ク ロ ・リ ン ク

「ミ ク ロ ・マ ク ロ ・ル ー プ 」 に 類 似 の 用 語 と し て,「 ミク ロ ・マ ク.ロ ・リ ン
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ク」 が あ る 。 ひ とに よ って は,こ れ ら は互 換 可 能 な もの と して ほ ぼ 区 別 さ れ る

こ とな く使 わ れ て い る%し か し,こ れ は 用 語 の 類 似 性 か ら生.まれ た混 乱 に 過

ぎず,両 者 を 混 同す る こ と はで き ない 。

ミクロ ・マ クロ ・リ ンク は,社 会 学 理 論 の あ る主 題 に与 え られ た 標語 で あ る。,

そ の 主題 は,社 会 学が ミク ロ理 論 と マ ク ロ理 論 と に分 裂 した と き に まで さ か の

ぼ れ る。 「ミク ロ ・マ ク.白 ・リ ン ク」 とい う主 題 の シ.ンポ.ジウ ム を企 画 ・編 集

した ア レ グ ザ ン ダー とギ ー ゼ ン([1998]19ペ ー ジ 〉 に よ る と,マ ル ク ス と

デ ュル ケ ー ム の 「マ ク ロ側 に一 面 的 に加 担 した強 力 に論 争 的 な 議 論 」 に対 し,

ミー ドや フ ロ イ トや合 理 的 ア プ ロ ー チが ミク ロ的 要 素 を重 視 した 社 会 学 と して

現 れ た 。 ミク ロ ・マ クロ ・リ ンク は,こ の よ う に分 裂 した 社 会 学 の 現状 に対 し,

そ れ らを 統 合 しよ う とい う構 想 な い し主 題 に付 け られ た 名 称 で あ り,ア レ グザ

ン ダー らに よ る と,最 初 に ウェ ーバ ーが,つ いで パ ー ソ ン ズが そ の よ うな偉 大

な 挑 戦 を 試 み た とい う。 しか し,そ れ は成 功 しなか った 。 そ の た め,ミ ク ロ ・

マ ク ロ ・リ ン.クとい う課題 は,パ ー ソ ンズ以 降 に も残 され た 。1980年 代 にお け

る この 主 題 の シ ンポ ジ ウム が,ド イ ツ と ア メ リカ の社 会 学 会 の 理 論 部 会 の 後援

に よ り西 ドイ ツで 開 か れ て い る。 類 似 の 主 題 に よ る編 著 と して はKnorr・Ceti・

na&Cicourel[1981]が あ る。 この よ う な関 心 は,日 本 の 社 会 学 者 に もあ り,

た と え ば 富 永[1997]に は,「 組 織 理 論 に お け る ミク ロー マ ク ロ ・リ ン ク」

(157-159ペ ー ジ).お よ び 「組織 理論 に お け る ミク ロ ・レベ ル と マ ク ロ ・レベ ル

の統 合」(165-166ペ ー ジ,さ ら に186-2⑪1ペ ー ジを も参 照)と い う主 題 が 自分

自 身 の課 題 と して 明 示 さ れ て い る。 また,八 木 紀 一 郎[1999h]は,主 と して

社 会 的 交 換 理 論 にお け る ミク ロ とマ クロ の 関連 を考 察 す る と こ ろが ら,経 済 に

.お け る ミ.クロ ・マ ク ロ ・リン クに つ い て 考 え よ う と してい る。

これ らの議 論 にお い て 顕 著 な の は,ミ クロ 理論 とマ ク ロ理 論 の分 裂 とい う学

問 の現 状 にた い す る不 満 とそ の 両 者 を統 合 した理 論 が 形 成 され な けれ ば な ら な

い とい う目標 とにお け る一 致 で あ る。 この よ うな統 合 へ の希 求 は,ミ ク ロ理 論

5)谷 本[1998}20-21ペ ージ,八 木[1999.]10ペ ージ,八 木[1999c]な ど。
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で あ る交 換 理 論 とマ クロ構 造 理 論 と をふ た つ の 異 な る 視 点 に基 づ く補 完 的 な理

論 で あ る と主 張 し,そ の か ぎ りで 分 裂 状 態 に不 満 の な いBlau([1987]p,84)

に よ って も間接 的 に表 明 され て い る 。

.これ に反 して,統 合 が どの よ うに な さ れ る の か,そ の結 果,な にが 生 まれ る

のか に関 して は深 い 議 論 が な さ れ て い な い 。 多 くの参 加 者 の 関心 は,方 法 論 的

個 人..i義 や 合 理 的 選 択 理 論 を相 対 化 す る ど ころか,マ クロ現 象 の ミク ロ の行 為

の結 果 と して 説 明 す るた め に,そ れ らの枠 組 み を いか に用 い るか に集 中 して い

る。Boudon[1987],Wippler&Lindenberg[1987],Coleman[1987],ア レ

グ ザ ン ダー[1998],な どが この グル ー プ に属 す る。 か れ らは マ ク ロ的 現 象 の

ミク ロ的 説 明 を中 心 課 題 と して 設定 し,そ れ ぞれ 異 な る構 想 を もち なが ら も,

そ の 解 決 に 向 げ た 研 究 プ ロ グ ラ ム を 提 出 す る に 終 わ っ て い る。.Coleman

([1987]PP,157-158お よ びp.171)が 明示 的 に述 べ て い る よ うに,そ の適 応

条 件 につ い て は 大 幅 な 留保 を お きな が ら も,基 本 的 な志 向 は完 全 な交 換 市 場 に

お け る新.古典 派 経 済 学 を モ デ ル とす る もの に他 な らな い 。Colemanに よれ ば,

社 会 学 の 説 明 は,詰 ま る と ころ マ ク ロ ・レベ ル 問で 観 察 され る関 係 をい った ん

ミク ロ ・レ.ベル に 引 き降 ろ して敷 衍 す る こ と にあ る。 同様 の 定 式 化 は,や や 異

な る形 でBoudon([1987]p.46)に よ っ て もな され て い る。Boudonは,そ れ

をM=M(m(5(P)))と い う合 成 関 数 の 形 に表 現 す る%こ こでMは 説 明 を 要

す るマ ク ロの社 会 現 象 で あ る。 これ が 諸 個 人 の 行 為 柵 の結 果 と して あ り,そ

の 行 為 別 が社 会状 況5に よ り説 明 され,さ ら に.それ が よ り上 位 の マ ク ロ社.会

的 変 数f'の 結 果 で あ る と して説 明 す るの が 社 会 学 に お け る個 人 主義 的 パ ラ ダ

イム の 基 本 型 で あ る とい う。 の ち にみ る よ う に,そ れ らの議 論 に は参 考 にす べ

きい くつ か の 示唆 が あ る もの の,方 法 論 的 個 人 主 義 を 反省 す る契機 と して ミ ク

ロ とマ ク ロの接 合 を考 え よ うとす る もの で は ない 。

6)表 現M=M(m(∫(P))〉 に おい て,M,皿,∫ な どは,説 明 変 数 で あ る と と もに,よ り深 い 水 準

の 変 数 に よ り説 明 さ れ る 関数 と して も考 え ら れ て い る。 い い か え れ ば,式M=M@(5(P)))は

M=M(>n),〃F峨 ～),3=3(P)と い う3つ の 式 の 省 略 さ れ た 表現 で あ る 。
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やや 微 妙 な議 論 を して い るの は コ リ ンズ[1998]で あ る。 か れ は マ ク ロ構 造

の(ミ ク ロ還 元 で は な く)「 ミク ロ翻 訳 」 の 理 論 的有 益 性 を 強 調 しな が ら も,

ミク ロ に対 す るマ ク ロの影 響 を議 論 し,マ ク ロ構 造 の 優 先 性 につ い て も力 説 し

て い る。 だ が,そ れ に よ って,コ リ ンズが ミ クロ翻 訳 とい う研 究 プ ロ グ ラ ムを

放 棄 す るわ けで は な い。 マ ク ロ構 造 を作 りだ す もの と して の 所 有 権 を媒 介 に し

て,む しろ ミク ロ翻 訳 の 有効 性 を再 確 認 す る た め に この よ うな迂 回 を して い る

の で あ る 。 も う ひ とつ ユ ニ ー クな 位 置 の 取 り方 を して い る の はBlau[1987]

で あ る。Blauは,ホ ワ.イ トの 影 響 の も と に,政 府 官 僚 を 研 究 す る 中 か ら交 換

理論 に興 味 を もち,そ れ を初 期 の 中心 的仕 事 と して い る。 交 換 理 論 は.そ れ が.

厳密 に社 会 的現 象 で 社 会 学 的 分析 に適 して い る こ と,公 理 的扱 い が可 能 で あ り,

厳格 な仮 説演 繹 理 論 の構 築 が 可 能 で あ る こ と に,.そ の特 徴 が あ る とか れ は い う

(Blau[1987ユp.73>。 この よ うな 考 え の 終 点 に は,社 会 構 造 のマ クロ社 会 学 理

論 の ミク ロ社 会学 的基 礎 と して交 換 理 論 を用 い る こ とが で き るの で は な いか と

い う期 待 が あ る。Blauは そ の よ う な期 待 を も って い た こ と を指 摘 した あ とで,

結 局 その よ う な試 み が 大 きな成 功 を収 め る こ とが で き なか った こ と,マ ク.ロ社

会 学 理 論 の.構成 に当 た って,ミ クロ 的基 礎 の構 築 か ら始 め る接 近 法 と,ミ ク ロ

理.論と マ ク ロ理 論 と に は異 な る展 望 と概 念枠 組 み とが 必 要 で あ る と仮 定 す る接

近 法 とが あ る こ と に触 れ,結 局,後 者 の接 近 法 の方 が 社 会 学 の現 状 で は可 能 性

が あ る とい う結.論にた っ した と回顧 して い る(∫6鼠,p.74)。

方 法 論 的個 人 主義 と還 元 主 義 と に明確 な 反 対 を 唱 え て い る論 文 もない で は な

.い 。 と くに ミュ ン ヒ[1998]は 「ミク ロ レベ ル とマ ク ロ レベ ル の あ い だ の相 互

関 係 を 亀ら ぼ ら 《ミ ク ロ相 互 作 用 の な か に お け る マ ク ロ構 造 の 自然 発 生 的 創

造》 とみ な して い る」 こ とを批 判 す る[強 調 は ミュ ン ヒ 自身ユ とい う根 底 的 な

もの で あ る乃。 そ の考 察 の な か に は,わ た しの い う ミク ロ ・マ ク ロ ・ル ー プ に

7>ミ ュンヒ[1998]の 次 の指摘 にも注目。「交換理論 ・コ ン7リ ク ト理論 ・シンボ リック相 互作

用論 ・.エスノメソ ドロジーによ って組み立 てられ る社.会秩序の モデ ル」は,「 《すべての ものが個

人に よって変化させ られ うるので あ り,社 会は本 当に個 人行為 の産物で しか ないのだ〉 とい うア

メ リカ的信条 を多かれ少なかれ無 意識に体現 している、.この意味で,そ れ らのモ デルは,ヨ ー/
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類 似 の関係 が 含 まれ て い る。 パ ー ソ ンズ のA,1,G,Lと い う行 為 の領 域 の

4分 類 に した が って議 論 さ れ て い るの だが,そ の際,ミ クロ相 互 作 用 とマ ク ロ

構 造 との 間の 相 互 関 係 が 語 られ て い る。 しか し,ミ ュ ン ヒは この 関係 を明 確 に

名 付 け る こ と.なく,一 般 的 な 「相 互 関 係 」 とい う言 葉 で 済 ま して い る。 ミク

ロ ・マ ク ロ ・ルー プ とい う関 係 が.卜分 な 形で 主 題 化 され ず,議 論 の 中心 は領 域

を ま た ぐ 関係.(相 互 浸 透)に 置 か れ て い る。Giesen([1987]PP.337-338)も,

還 元 主義 を乗 り越 え る方 向 を摸 索 して い る。か れ に よれ ば,ミ クロ ・マ クロ問

題 は,初 期 に は両 者 の 関 係 に焦 点 を 当 て る よ りも,種 々 の こ とな る還 元 主 義 の

問 の 対 立 と して あ った が,し だ い に 両 者 の 関 係 そ の も の に 関 心 を示 す よ う に

な っ て きた と整 理 して い る。 じっ さ い,Giesen[1987]の 第3節 は,個 人 主義

的還 元,Giesenの い う 「調 整 モ デ ル」(modelofcoordination)に 対 す る 透 徹.

した批 判 で あ る と と もに,そ の 言 語 論 的,権 力 論 的批 判 に対 す るよ り高 次 の 立

場 か らの痛 切 な批 判 で もあ る(Giesen[19871pp.340-347>呂 〕。 これ ら批 判 の先

に あ るべ き理 論 の 構 想 と して,Giesenは 進 化 論 的 代 案 を提 案 して い る。 そ こ

に は,マ クロ構 造 と ミク ロ過 程 の 連 関(リ ン ケー ジ)と して 「状 況」 の概 念 が

置か れ る な ど,わ た しの ミ クロ ・マ ク ロ ・ルー プ論 と きわ め て 近接 した理 解 が

示 さ れ て い る。 しか し,ミ ク ロ とマ ク ロの 連接 の た め になぜ 状 況 とい う中 間項

が 必 要 な のか,Giesenは 理 論 的 に説 明 しえ て い な い し,ミ ク ロ とマ タ ロ の連

接 の 理論 的 な焦 点 を も明 らか に して い ない 。

ミク ロ理論 とマ クロ理 論 の リ ンケ ー ジ に は,こ の よ うな 多様 な 考 え 方が 存 在

して い る 。社 会学 に お け る ミク ロ ・マ ク ロ ・リ ンク とい う.L題 が統 合 とい う課

題 以 上 の 具体 性 を もた な い こ とが こ こに よ く現 れ て い る。 もち ろん,こ の こ と

＼ロソバ思想から影響をうけたパーソンズのアプローチよりも一層 アメリカ的楽観主義の典型的見

本であるといえる」(ミ⊥ンヒ[1998」224-225ペ ージ)

.8>簡 単に紹介すれば,後 者に対しては次の批判が展開されている。理解やコミュニケーシ3ン を

重視する象徴分析やハ.パーマス理論など範躊分析的モデル(categorical-analytlcmode】)は.制

度や祉.会分化にかんする考察を欠いている.権 力関係や紛争を重混ずる抗争モデル(modelof

antagonism)は,万 能なエリー トが抑圧された大衆の利益に反 して主意主義的にマクロ構造を

作 りだすという限られた状況のみに限定されている(Giesen[1987]343-347ペ ージおよび352-

353ベージ)。
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は,ミ ク ロ.・マ クロ ・リ ンク とい う主 題 の もと に議 論 され て い る内 容 が無 内容.

で あ る と も,ミ クロ ・マ ク ロ ・ル ー プ とい う主 題 と無 関 係 で あ る と も意味 す る

もの で は な い。 い くつ か の論 文 に は,ミ ク ロ ・マ ク ロ ・ルー プに 近 い考 え が含

ま れ て い る し,他 の論 文 に は ミク ロ ・マ ク ロ ・ルー プに つ い て考 え る に あ た っ

て 示唆 的 な 論 述 が あ る%ミ ク ロ ・マ ク ロ ・リ ン クは きわ め て.般 的 な.i題 で

あ り,そ の 中 に ミク ロ ・マ ク ロ ・ルー プ とい う主題 も入 る とい う こ とはで き る。

しか し,そ の よ う に焦 点 をぼ や け させ て しま って は,問 題 を掘 り下 げ る こ とは

で き ない 。 ミク ロ ・マ ク ロ ・ルー プは,方 法 論 的個 人 主 義 と方 法 論 的全 体 主 義

の 双 方 に異 議 申 し立 て を す る論 拠 を提 示 す る明 確 な議 題 設 定 で あ る。 両 者 を互

換 的 な もの と して扱 う こ とは で きない 。Giesen.([1987]p.337)は ミ クロ とマ

ク ロ との 関係 の 問題 が 「激 しい哲 学 的 敵 対 か ら冷 め た研 究計 画 へ と進 歩 して き

た 」 と概 観 して い るが,ミ ク ロ ・マ ク ロ ・リン クが い ま だ両 者 の 関係 を巡 る一

般 的指 向性 を示 す もの に止 ま って い るの に対 し,ミ クロ ・マ クロ ・ル ー プ は経

済過 程 とい う狭 い 領 域 にお け る と はい え,理 論 の 基本 設 計 を組 み 替 え る具 体 的

な構 想 で あ る。

Ivミ ク ロ ・マ ク ロ ・ル ー プ の 例

ミク ロ とマ ク ロを対 比 す る こ とは,社 会 科 学 にお い て あ りふ れ た もの で あ る 。

しか し,Munch&Smelser[1987]が 列 挙 す る よ うに,そ の意 義 は 多様 に解 釈

さ れ て い る(PP.356-357>。 ミク ロ ・マ クロ ・ル ー プに か ん す る言 明 を 明確 な

もの にす る た め に は,説 明 の順 序 と して,ま ず 「ミク ロ」 と 「マ ク ロ」 とい う

用 語 で 意 味 され る もの を よ り明 確 に しな け れ ば な らな い だ ろ う。 しか し,わ た

しが 考 え る ミク ロ とマ ク.ロとは,あ る明確 な 方法 的意 識 に よ っ て構 成 され た も

ので あ り,そ の 説 明 に は 長 い 叙 述 を 要 す る。 ミク ロ ・マ ク ロ ・ル ー プ につ い て

具 体 的 な イ メー ジを もつ 前 に,そ の よ うな一 般 論 を長 々 と展 開 した ので は,読

9)Rondo.[1987]の 「文 脈 に 依 存 した 合 理 性」,Wippler&Lindenbαg[1987]の 「個 人2」 の

概 念,ミ ェ ン ヒ[1998]の 還 元 主 義 批 判,G当e駅n[1957]の 「進 化 論 的代 案 」 な ど。
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者 に は退 屈 極 ま りない 話 に な るで あ ろ う。 ま た,そ れ が 指 し示す 事 態 が どの よ

うな ものか イ メ ー ジ を捉 え に くい に違 い ない 。 そ こで,説 明 の 順 序 を逆 に し,

本節 で は,経 済学 の 主題 の 中か ら ミク ロ ・マ ク ロ ・ルー プの 具体 的 な例 を3つ

取 り上 げ て説 明す る。 そ の後,第V節 に おい て,わ た しが 考 え る ミク ロ世界,

マ ク ロ世 界,お よ び そ の 間 に取 り結 ばれ る ミク ロ ・マ クロ ・ル ー プ とい う事 態

につ い て よ り一般 的 な 説 明 を加 え る こ とに したい 。

1戦 後 日本の成 長経済 と日本 的経営

こ の例 は,す で に塩 沢([1999a]41-42ペ ー ジ)に 簡 単 に触 れ た こ とが あ る 。.

磯 谷[19996]に も取 り上 げ られ て い る。 こ 二で は,の ちの 説 明 に 合 わ せ て や

や 詳 細 にか っ か な り図 式 的 に説 明 す る。

1950年 か ら1990年 まで の 日本 経 済 は,簡.単 にい え ば 高 い 成 長 率 の 時代 で あ っ

た。 この時 代 を2期 に分 けて,1974年 まで を高 度 成 長 期,1975年 以 降 を安 定 成

長 期 と呼 ふ こ とが あ る。 そ の よ う な質 的 転換 が1970年 代 な か ば にあ った こ とは

認 め な けれ ば な ら な い。 しか し,安 定 成 長 期 とい え ど も,ヨ ー ロ ッパ や 北 ア メ

リカ の 資 本 主義 諸 国 に比 べ れ ば,日 本 は比 較 的 に高 い 成 長 を遂 げ て い た 。 そ の

意 味 で は,;の40年 全体 を 成長 経 済 の時 代 と い う こ とが で き る。

この 時代 の マ ク ロ経 済 は,.次 の よ うな特 徴 を も って い る。

(D高 い 実 質 成 長 率(前 半 ば ほ ぼ8%以 上,後 半 は4%程 度)。

(2>景 気 後 退 が 短 く軽 い 。

(3)実 質 平 均 所 得 の 急 速 な 上 昇。

この3点 は,同 じ事 態 を 別 の 側面 か ら見 直 した もめ とい っ て もよ い。 い ず れ

に して も,経 済 全 体 と して ほ ぼ 順調 に 成 長 し,そ の結 果 と して平 均 所 得 の上 昇

が 実 現 し,そ れ が また 需 要 を 喚 起 して 一層 の 成長 を招 く とい う好 循 環 が あ っ た。

同 じ時 代 に,日 本 企 業 の 多 くは,い わ ゆ る 「日本 的 経営 」 と称 さ れ る慣 行 に

した渉 って運 営 され て い た 。 そ の 特 徴 は い ろ い ろ.ヒげ られ るが,通 常 次 の3点

に ま とめ られ てい る。
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(1)終 身雇 用 制 。

(2)年 功 序 列 ・賃 金 制 。

(3)企 業 内 組合 と労 使.協調 。

この うち〔1),〔2)はすで にユ930年 代 に は始 ま って い た とい わ れ るの に対 し,(3)の

労使 協 調 は,よ うや く1960年 代 に確 立 す る もの で あ る。 この よ うに そ の成 立期

に は い くぶ ん のず れ が あ るが,こ れ ら3点 が 戦 後 日本 の雇 用 ・労 使 慣 行 の特 徴.

を な して い る こ とは多 くの 入 が 認 め て い る。

と ころで,こ れ ら両.者の あ い だ に は どの よ うな 関係 が あ る のだ ろ うか6開 放

経 済 トに相 対 的 な低 賃金 と比 較 的 高 い技 術 水 準 を もった 日本 企 業 は,ア メ リカ

経 済 を坂 の 上 の 雲 と して急 速 な追 い上 げ を行 っ た。 先 行 経 済 にお け る商 品 構 成

や 主 要技 術 は ほ ぼ見 え て い たか ら,そ れ ら を改 良 ・改 善 し,安 定 した 品 質 の 商

品 をや す く供 給 す る こ とが 世 界市 場 にお い て も国 内 市 場 にお い て も成 長 の 主 要

な 要件 で あ った。 日本 的 雇 用 慣 行 と労 使 協 調 は,こ の よ うな 要 請 に うま く対 応

した。 合衆 国で 成 立 した 晶 質 管 理 は,日 本 に 入 って 検査 工 に よ る検 査 ・統 計 的

管 理 か ら,作 業..Lに よ る 自主 検査 と工 程 管 理 へ と変 形 さ れ た が,こ の よ う な管

理 が 可能 とな った 背 景 に は 日本 的 雇用 慣 行 と労 使 協 調 が あ っ た。 こ の よ う な慣

行 は,熟 練 労 働 者 か ら若 年 労働 者 へ の技 能継 承 を促 進 し,労 働 者 の多 能 工 化 と.

作 業 機 械 の 多 数 台持 ち を 可 能 に した。 日本 的経 営 とい う ミク ロの 企 業 内 慣 行 は,

マ ク ロの 成 果 で あ る 戦後 日本 の成 長 経 済 を生 み 出す ひ とつ の 要 件 で あ った 。

注 目す べ きな の は,上 と は反 対 の規 定 関 係 が こ こ には は っ き り見.られ る こ と

で あ る 。 日本 的経 営 とい わ れ る3の 項 目の そ れ ぞ れ が ,じ つ は成 長 経 済 の も と

で のみ 維 持 可 能 な も.のだ った ので あ る。

まず,年 功 序 列 制 か ら見 て み よ う。 成 長 経 済 は,そ うで な け れ ば 実 現 しな

か った で あ ろ う さ まざ まな状 況 を 個 別 企業 や 労 働 者 に もた ら した。 マ ク ロ経 済

の高 い 成 長 は,個 別企 業 そ の もの の成 長 を も もた ら した 。 従 業 員 数 が 年 に7%

の 成 長 を遂 げ る企 業 は,10年 後 に は,そ の従 業 員 規 模 を倍 にす る。 そ の よ うな

成 長企 業 に お い ℃ は,新 入 社 員 で あ っ て も,10年 勤 め る と,社 員 の 半 数 は 自分
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の後 輩 とい うこ と に な る。 成 長 に 応 じ.て,部 署 の 数 ・役 職 の 数 も増 え る。 これ

が 年 功 序 列 制 の も とで,だ れ もが 係 長 に な り,課 長 に な れ る とい う 「常 識 」 を

可 能 に した 。 しか し,こ う した こ とは,企 業 の 高成 長 な く して は不 可 能 な こ と.

.で あ る。

終 身 雇 用 制 度 に つ い て は ど うで あ ろ うか 。 これ も 日本 経 済 が 高 い 成 長 軌 道 に

乗 って い た こ とに よ り可 能 に な っ て い た.景 気 後 退 は,あ る に はあ った が,総

じて 短 く軽 か った 。 実 質GDPが 前 年 度 以 下 に 落 ち た こ とは,1955年 以 降 の35

年 間 に た だ の1回 しか な い。 マ ク ロ の この よ う な状 況 は,お お くの個 別企 業 に

も当 て は ま る。 雇 用 した従 業 員 を不 況 で 解 雇 しな けれ ば な らな い とい う状 態 に

追 い込 ま れ る こ とが,総 じて まれ だ った の で あ る。 終 身 雇 用 制 は,意 図 し努 力

して作 りだ した もので は ない 。 あ た か もそ の よ うな制 度 が あ るか の よ うな状 況

が 結 果 と して生 まれ たの で あ る。 もち ろ ん,こ の よ うな事 態 が.長 く続 いた 結 果,

労 働.者や 組 合 はそ れ を当 然 の 権利 と考 え る よ うに な っ た し,経 営 者 も終 身 雇 用

の よ い点 を理 解 した か ら,現 在 で は労 使 合意 の上 で 終 身雇 用 制 が 成 立 して い る

とい っ て も よい 。 た だ,こ の よ うな 合意 は,経 済 状 況 が一一一変 す れ ば,.今 後 も安

定 して 維 持 され るか ど うか 疑 わ しい もので あ る。1990年 以 降 の 日本経 済 の低 迷

は 終 身 雇 用 制 度 そ の もの の見 直 しを お お くの企 業 に余儀 な くさせ て い る。

労使 協 調 につ い て 毛同 じこ とが い え よ う。 戦後 の 成 長経 済 め 時代 を通 じて.

日本の実質賃金は一.ヒ昇 してきたし,欧 米に比べれば,.そ の上昇率は高かった。

それが,労 使協調を容易にした。このことが可能になったのは,労 働生産性の

伸びが高か ったからである。利潤を確保 しながら,賃 金を..h昇させるには,労

働生産性の上昇は不可欠の条件であった。規模の拡大 と経験の蓄積が,労 働生

.産性のこのような上昇を可能にした。 これは,企 業内の努力の結果ではあるが,

経済規模の量的拡大というマクロの条件なしには実現の困難なことであった。

戦後一貫 して高かった日本の労働生産性伸び率は1990年 代に入って急速に低下.

している。これは労働生産性上昇の条件として,マ クロの経済成長がいかに大.

きな要因であるか示 している。労使協調を維持できたのも,マ クロ経済におけ
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る 良好 な成 果 の お陰 なの で あ る。

この よ うに 日本 的経 営 と戦 後 の 成 長 経 済 とは,相 互 に支 え合 う関係 に あ った。

そ れ らは安 定 的 な ミク ロ ・マ ク ロ ・ル ー プ を形 成 し,互 い に他 を可 能 にす る前

提 条件 で あ った。 世 界 的 にみ れ ば,そ れ は特 異 な組 み 合 わせ で は あ ったが,で

きあが った ル ー プ の 中で は,そ の 維 持 ・再 生 産 には必 然 性 の あ る構 造 で あ った。

しか し,1990年 代 に入 る と,こ の ルー プ に も,変 化 が現 れ る。 直接 の原 因 は,

バ ブ ル崩 壊 に と もな う不 良債 権 問 題 に よ る景 気低 迷 にあ るが,た ん に それ だ け

に終 わ らな い深 い理 由か ら 日本 経 済 はお お きな転 換 を迫 られ て い る。 グ白 一バ

ル経 済 化 が 進 行 す る 中で,世 界 最 高水 準 の 賃 金 を支払 う 日本企 業 が いか に生 き

残 って い け るか とい う難 問 に 直面 して,既 存.企業 は 明確 な 答 え を 出せ な いで い

る 。 これ まで の よ うな追 い 上 げ型 の企 業 経営 で は,21世 紀 の世 界 経 済 の 中で,

日本 企 業 は 生 き残 れ ない 。 生 産 基 地 の 海外 移 転 が進 み,国 内 の 設備 投 資 が 低 迷

す る 中,韓 国や 中国 な どの 後 発 国 の 追 い 上 げ が厳 しい。 経 済 は必 然 的 に低 成 長

とな り,景 気 後 退 も強 く長 期 にわ た る こ と にな る。企 業 ト ップが 主 観 的 に は維

持 しよ う と思 っ てい て も,終 身 雇用 制 ・年功 序 列 制 を維 持 して い くの は実 際 に

は むず か しい時 代 と な って い る。1日堺 競 争 の 中で 日本 の おか れ て い る位 置 が 大

き く変 化 す る 中で,8⑪ 年代 まで の 日本経 済 の基 本 的 な形 で あ った戦 後 日本 型 ミ

ク ロ ・マ ク ロ ・ル ー プ は崩 壊 した の で あ る。 現 在 は,新 しい ミク ロ ・マ ク ロ ・

ル ー プ の形 成 期 にあ る。

戦 後 日.本の 「日本 的 経営 」 につ い て は,さ ま ざ ま な説 明 が あ る。 た とえば,

青 木 昌彦 を 中心 とす る比較 制 度 分析 の グ ルー プ は,ア メ リカ合 衆 国 な ど との 制

度 の違 い を主 と して ゲー ム理 論 を使 って説 明 して い る(青 木[1992],[1995],

.青木 ・奥 野 編[199田,他)。 そ こ には制 度 的補 完 性 な ど興 味 あ る理 論 が 展 開 さ

れ てい るが,.20世 紀 後.半の 約40年 間 に存 在 した 「日本 的経 営 」 は,個 々 の 諸 制

度 が 相 互 に補 完 的 な 関 係 にあ った ば か りで な く,マ クロの 経 済 成 果 と も重 要 な

補 完 関 係 に あ った こ とを あ ま り強調 して い な い よ うに思 わ れ る。 制 度 の 違 い と

い った 現 象 を説 明 す るの に,一 般 均 衡 理 論 に比 べ て,ゲ ー ムの 理 論 は大 きな 可
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能 性 を示 してい るが,そ の 理 論 枠 組 み は 基 本 的 に は個 別 主体 の行 動 か ら の構 成

主 義 を取 っ.てい る。 そ の た め に,諸 制 度 間 の 補 完 性 は 説 明 しや す い が,ミ ク

ロ ・マ ク ロ ・ル ー プ とい った 構 造 には 目が 届 きに く くな って い る ので は な いか

と思 わ れ るゆ。

2金 融市場のミクロ・マクロ.・ループ

株式市場や国際為替市場およびそれらの派生市場のような金融取引市場は,

動かされる金額の大 きさと価格変動の激 しさによって,各 国の経済ばかりでな

く,大 きくは世界経済をも揺るがす存在となっている。この市場は,競 り売買

か,相 対取引か といった差異はあるにしても,典 型的な取引市場 と考えられ,

新古典派の価格調整均衡理論が もっともよく当てはまる例と理解されてきた。

たしかに,寄 り付 きの板書せでは,売 りと買いの指し値注文を集計 して売 り買

いの数量の一致するところに価格が決定されている。その限 りでは,教 科書的

な需要曲線 と供給曲線の交点に価格 と数量とが定まっている。しかし,売 り買

いの注文がいかに出てくるかまで分析 しようとすると,需 給曲線の常識的な説

明はほとんど成 り立たなくなる。価格が高いから売 り.が増え買いが減り,価 格

が安いから売 りが減るという単純な世界ではないのである。

これらの市場には,価 格の高低によって売 り買いする,い わば 「普通の」市

10>占 典的なゲームの理論 は,ゲ ーム参加者 に戦略の選択をさせて も,そ のゲームが展1月され る状

況(た とえば,利 得 関数)は,ア プ リオリにう・えてい る。 このため,こ のよ うなゲームには,ミ

クロ ・マ クロ ・ループは理 論の構造 と して入 りえない.進 化ゲー ムでは,参 加者 の行動 パタ ンが

部分的に ランダムに変化 し,そ の中か ら成績の よい行動が選択され る。 このゲー.ムでは,ゲ ーム

参加者の優 勢な行動 パ タンが変わ ることによ り,マ クロ状況の変化に近い ものが 起こ りうる。 し

たが って,こ こで は,原 理 的には ミクロ ・マ クロ ・ルー プ的関係が成立するが,こ の方面へ の関

心 はま だ薄 い よ うで あ る。 青木[1995]第 ヨ章 「進 化 ゲー ム と均 衡の 多生 成」,青 木 ・奥野

[1996]第3章 「企業 システ.ムの生 成/進 化論的 アプロー・チ」,第11章 「経 済 システムの生成 と

相互接触〆 進化ゲーム的 アプロー・チ」 など。現在 までの ところ.,.進化ゲームでは,参 加音 聞の相

互作用が簡単すぎて、個 別行動 の変化が マクロの 「モー ド変化」を引 き起 こすよ うな ものになっ

ていない.そ のため,明 確 な ミクロ ・マクロ ・ルー プが観察 されてない ことが,こ の主 題への関

心の低さを もた らしている ものと考 えられ る。管見す るか ぎり,実 験的に も理論 的に も,マ タロ

状況の変化が個別主体 の行動変化 に及 ぼす影響 とい った主題は取 りあげ られていない。なお,第

、1節では,ゲ ームの理論 の複数均衡 と ミクロ ・マクロ ・ルー プの観点の違いにつ いて論ず る。
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場参加者 とは別に,投 機動機による市場参加者がいる。商品市場であれば,

「普通の」参加者とは実需筋であり,投 機動機による参加者とは投機筋という

ことになる。為替市場であれば,輸 出入代金や直接投資の送金などの為替交換

は 「普通の」参加者である。株式の現物市場であれば,配 当収入を目的に株式

を保有する人などが 「普通の」参加者といえよう。金融市場の特徴は,こ うし

た 「普通の」参加者 とは別に投機動機による参加者が多数いて,取 引金額 もそ

れらの参加者の動かす部分の方がむしろ大きいというところにある。投機動機

の参加者といっても,プ ロの投機筋とはかぎらない。株式市場でいえば,1990

.年代末のような異常な低金利期はともかく,年2%以 上 とい う通常の金利のも

とでは,5円 ない し10円の配当付 きの株 を1株500円 以上で買 う人はすべて投

機動機による参加者であるといわなけれ峰ならなし}。現在では,1株1000円 以

上と.いうのは普通のことであるか ら,こ.う した銘柄への投資家はす彗て投機動

機による参加者 ということになる。

投機動機で市場に参加するとき,重 要なのは価格の絶対水準ではない。価格

が一定では投機にはならない。投機動機による参加者の期待するのは価格変化

である。高い株でも,よ り高 くなると思われれば,買 いが殺到する』安い株で

も,よ り安 くなると思われれば,売 りが殺到する。このような投機的な市場で

は,普 通とはことなるミクロ ・マクロ ・ループが成立する。ここで,ミ クロと

は,個 別投資家の期待の形成 と売買の世界であ り,マ クロとは,こ れら多 くの

投資家の注文が寄せ集められて値付けされる取引市場の世界である。この市場

は市場管理者にはその全貌が展望口∫能なものであるが,個 別取引者にとって展

.望 も支配 も不.口」.能な世界であ り,そ こで形成される価格はマクロ世界の指標と

して取引者が受け入れなければならないものである。

このような投機的市場で,あ る株の価格がゆっくり上昇 し始めたとしよう。

最初の うちは,ひ とびとは半信半疑であり,20%も 価格が上昇すると,.いわゆ

る利食いが現れる。不確実な世界にあって,投 資利益を確定しようとする心理

が働 くからである。価格は一時低落するが,そ れを上回る価格押し.hげ圧力が
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続 く と,投 資 家 た ち の心 理 が 一 変 す る。 も っ と行 け るか も しれ な い とい う期 待

がふ く らみ,.よ り高 い価 格 で 再 度 買 い 出 動 す る。 そ れ を 時 系列 でみ る と,同 じ

人 が 同 じ株 を最 初500円 で 買 い,600円 で 売 り,ふ た た び650円 ない し700円 で 買

う とい う行 動 とな る。 こ の よ うな行 動 が しば しぼ み られ るが,需 給 増 減 の通 常

の説 明 は こ こで は 当て は ま ら ない 。 さ て,価 格 が この よ うに動 き,そ れ が 多 く

の投 資 家 た ち の注 目 を集 め る よ うに な る と,売 り注文 が減 り,買 い注 文 が 増 え

て,株 価 は 急速 に上 昇 を始 め る。500円 株 が1か 月後 に は700円 に な り,さ らに

1週 間 後 に は900「qと な り,翌 日に は1000円 と な る。 株 価 上 昇 の 期 待 が 形 成 さ

れ,そ れが 自己実 現 的予 言 とな って ひ とび との確 信 を強 め,.買 い注 文 が 殺 到 し

て価 格 は さ らに上 昇 す る。 企 業 の経 営状 況 の何 の 変化 もな い の に,株 価 が 倍 に

も跳 ね 上 が る と,ひ とび とは 不 安 に感ず る。 しか し,仕 手 筋 が か らんで いた り

す る と,上 昇 をあ えて ほ め は や した り,あ ま り根 拠 の ない 情 報 が 流 れ た り して,

高値 目標 が 押 し上 げ られ る。 こ う して株 価..ヒ昇 が 続 くか ぎ り,そ れ を さ ら に押

し上 げ よ う とす る力 が働 くか ら,株 価 は短 期 間 に3倍 に も4倍 に もな った りす

る。.

この よ うな 過程 の あ る期 間 を取 る と,株 価 上 昇 の 期 待 が 買 い 注 文 を増 や し,

そ れ が株 価 を実 際 に上 昇 させ,そ れ が また 期 待 の 確 信 度 を 高 め る とい うル ー プ

が 成 立 して い る。 個.入投 資 家 の思 惑 を ミク ロ と し,市 場 を マ ク ロ とす れ ば,こ

れ は ひ とつ の ミク ロ ・マ ク.ロ ・ルー プで あ る。 この ミク ロ ・マ クロ ・ル ー プ は,

ポ ジテ ィ ヴ ・フ ィー ドバ ックの 働 く機 構 と同 じよ うに,あ る傾 向 を よ り強化 す

る作 用 を伴 ってい る。 これ は 自己 強 化 的 ミク ロ ・マ ク ロ ・ル ー プ とい うこ とが

で きる。 自己 強 化 的 ミク ロ ・マ ク ロ ・ル ー プ は,.そ の効 果 が見 えや す く,ル ー

プ と して 理 解 しな けれ ば な らな い こ と も分 か りや す い 。 自 己強 化 的 ミク ロ ・マ

ク ロ.・ル ー プ は,し か し,そ の 自己 強化 的性 格 の ゆ え の不 安 定 さ を も も って い

る。 株 価 が 無 限 に 上 昇 す る こ とが な い とす れ ば,こ の ル ー プ は ど こか で 破綻 す

る。 高 価 格 が 価 格 ヒ昇 の期 待 に支 え られ た もの で あ る とす る な ら,上 昇 が 止

ま った段 階 で,期 待 は 崩 れ,価 格 は反 落 し,そ の こ とが さ ら に価格 下 落 を引 き
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起 こす 。 そ うな る と,こ ん どは逆 方 向 へ の 自己 強化 的 ミク ロ ・マ クロ ・ル ー プ

が形 成 さ れ る こ とに な る。

市場 の動 き と投 資 家 の仮 説 形 成 との 相 互作 用 的 な 関係 につ い て は,投 資 家 自

身 の 中 に も気 づ い てい る人 が い る。 なが くク ォン タム ・フ ァ ン ドの総 帥 で あ っ

た ジ ョー ジ ・ソロ ス は,現 実 の 市 場 と投 資家 の 問 に成 立 す る この ル ー プ関 係 を

"reflexivity"(相 互 作 用 性
,再 帰 性)と 呼 ん で い る(ソ ロ.ス[1996],

[1998])1Po

金 融 市 場 で は,期 待 形 成 と市場 動 向 との 問 に ダ イナ ミッ クで あ る と同時 に極

め て不 安 定 な ミク ロ ・マ ク ロ ・ルー プが形 成 さ れ,そ れ が一..一定 の役 割 を果.た し

て い る。 そ の こ とは統 計 的 に も確 認 され る。株 価 や 為 替 レー トの よ うな変 動 の

激 しい価 格 は,ふ つ うラ ン ダム ・ウ ォー ク ・モ デ ルで 分 析 され る。 適 当 な期 間

を選 び,一 日ない し一 週 間 の 変動 幅 の ヒス トグ ラム を取 る と,釣 り鐘 状 の 分 布

が現 れ る。 こ の分 布 は,通 常,正 規 分 布 に したが う と想 定 され る、 た とえ ば,

オプ シ ョ ン価 格 の ブ ラ ック ・シ ョー.ルズ式 は,そ の よ うな仮 定 に した が って 導

.か れ てい る。 金 融.市場 が 瞬 間 ご とに均 衡 して お り,価 格 変 動 は ラ ンダ ム に訪 れ

る価 格 変 動 要 因 に反 応 して い るだ け だ とい う市 場 観 か らは,こ の よ うな発 想 し

か うまれ ない 。 しか し;株 価 の変 動 幅 の分 布 は正 規 分 布 よ り もは るか に ひろ く

裾 野 を引 く特 殊 な分 布 で あ る。.

こ の こ と は,EdgarPetersに よ り詳 し く調 べ られ た。 か れ は1928年 か ら89

年 まで の ス タ ンダー ド ・ア ン ド ・プ アー50⑪指 数 の5日 間 ご との変 化 を調 べ て,

その ハー ス ト指 数 を算 出 した.バ ー ス ト指 数 は,釣 鐘 状 の 分 布 が 止 規 分 布 か ら

どめ くら い食 い違 って い る か を示 す パ ラメ ー タで,0.5か ら.hに ず れ る ほ ど,

裾 野 が 厚 い。 も し株 価 変 動 が 正 規 分 布 に した が う な らば,ハ ー ス ト指 数 は0.5

で な けれ ば な らな い 。 しか し,結 果 は,正 規 分 布 仮 説 か らは 大 き く食 い 違 う も.

ので あ うた 。 バ ー ス ト指 数 は,1928年 以 降,一 貫 して0.8以 上 を 示 した 。 株価

変 動 は,正 規分 布 よ りは るか に厚 い裾 野 を引 き,株 価 上 昇 が 株 価 上 昇 を,株 価

11)こ の点は,塩 沢[1999.](43-44ペ ージ)で 言及した。青木[1999]を も参照せよ、
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下 落 が 株 価 下 落 を 引 き起 こす 傾 向 を示 して い る(TheEconomist[1993]p.

10)。

こ の 点 で,ひ とつ の 印 象 的 な事 例 をMandelbrot[1999]が 報 告 して い る。

1998年9月 に ア ル カテ ルの株 が 一 日に40%も 下 落 した 。Mandelbrotに よ れ ば,

こ の変 動 は100(標 準 偏 差 の10倍)の 変 動 に 当 た る。 標 準 偏 差 の3倍(30)

とい う変 動 は,1000分 の3以 下 の 確 率 で しか 起 こ らな い。 しか し,10σ とい

う変 動 は,こ れ よ りは るか に起 こ りに くい事 象 で あ る。 も し株価 変動 が 正 規分

.布 に した が って い るな ら,ア ル カ テ ル の変 動 は,10の マ イ ナス24乗 を数倍 した

確 率 で しか起 こ ら な い。 これ は,水20むmlの 中 に 含 まれ る,あ らか じめ 指 定

した水 分 子 一個 を正 し く拾 い上 げ る確 率 に等 しい 。 と ころ が株 価 市 場 で は,こ

の よ うに 「起 こ り得 な い」 まれ な出 来 事 が と き ど き観察 さ れ るので あ る。1997

.年 の アジ アの金 融 危 機 も,お な じよ うな理 論 的 状 況 に位 置す る。 為 替 変 動 が 正

規 分 布 に した が う とい う仮 定 に立 つ な らば,あ の よ う な大 規 模 な為 替 変 動 は

「起 こ り得 な い」 確 率 の事 態 で あ ろ う。 しか し,為 替 市 場 ・株 式 市 場 を含 めて,

そ の よ うな起 こ り得 ない 大 変 化 が わ ず か3万7千 日を数 え る に過 ぎ な い20世 紀

の100年 間 に 何 回 も起 こ っ て い る の で あ る。 こ の よ うな 大 変 動 が い った ん 起

こ っ た後 の壊 滅 的 な影響 を考 え る と,そ の よ うな こ とは起 こ らな い と前 提 す る

経 済 理 論 に した が って経 済 の制 度 殺 計 を議 論 す る こ と は,重 大 な 誤 りで あ る こ

とが分 か る。

金 融市 場 が この よ うに厚 く裾 野 を引 くこ とは,株 式 市 場 に 関 す る 弱 い効 率市

場 仮 説 の不 成 立 と関係 が あ る。 弱 い 仮 説 は,過 去 の 価 格 変 動 か ら,明 日の株 価

を予 測 す る こ とが で きない こ とを 意 味 す る。 現 実 に は,株 価 は,わ ず かで は あ

るが過 去 のパ タ ンに依 存 す る部 分 が あ る。 ムー ア と フ ァー マ は,そ れ を3%と

推 定 してい る(シ ャーデ ン[1999].ll2ペ ー ジ)。 この わ ずか なが ら残 っ て い る

時 系 列 依 存 が 人 々の 行 動 を変 え て い る 。 弱 い効 率 市 場 仮 説 が 止 しけれ ば,株 価

の変 動 を見 て売 買 を決 め るテ クニ カル 分析 は市 場 の平 均 収 益 以 上 に利 益 を上 げ

られ ない はず で あ る。 しか し,短 期 の 売 買 の判 断 に テ ク ニ カ ル分 析 は広 く用 い.
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られ て い る。 そ して,そ の よ うな事 実 が あ る こ と によ り株 式市 場 は0.5よ りは

るか に大 きな バ ー ス ト指 数 を もた らす 。 そ の 結 果,テ クニ カル 分 析 は,あ ま り

強力 な道 具 と言 え ない まで も,現 実 的 に も「 定 の 効 果 を もち得 る こ とに な る。

分 析 家 と市場 との 問の.ミク ロ ・マ ク ロ ・ルー プは,壊 滅 的 な大 変動 特で な.くと

も,意 識 され ない ま ま に働 い て い るの で あ る 。 この構 造 が と きに標 準 偏 差 の10

倍 に も あ た る大 変 動 を もた らす市 場 の仕 組 み で あ る。 こ う した ミ ク ロ ・マ ク

ロ ・ル ー プ を無 視 す る こ とで,通 常 の 市 場 理 論 は株 価 お よ び株 価 指 数 の変 動 が

正 規 分 布 に したが う と想 定 して い る が,事 実 は そ こか ら一 貫 して偏 っ て い るば

か りで な く,と き に重 大 な 結 果 を も生 み 出 して い る。 ミク ロ ・マ ク ロ ・ルー プ

とい う主 題 は,た ん に 学 者 の もの の見 方 を示 す だ け の もので は ない ので あ る。

3庄 力経済 と吸引経済

経 済 に 圧 力 型 ・吸 引 型 の2種 類 の相(な い しモ ー ド)が あ り,そ れ が 重 要 な

意 義 を もつ マ クロ の状 態概 念 で あ る こ と を明 らか に した の は コ ルナ イ ・ヤ ー ノ

.シ ュ(コ ル ナ イ[ユ975],[19831)で あ る。 コ ルナ.イは,自 国 ハ ンガ リー の経

済 改 革 に 取 り組 ん で い た の で,そ の主 た る分 析 は,社 会 主 義 市場経 済 に お け る

吸 引 型 な い し不 足 の経 済 に 向 け られ て い る。 しか し,コ ルナ イ 自身 が注 意 して

い る よ うに,社 会 主 義 経 済 で は吸 引 型,資 本 主義 経 済 で は圧 力 型 に な る と決 定

さ れ て い るわ けで は な い。 資 本 主 義 経 済 下 の 日本 で も,戦 時や 戦争 の直 前 ・直

後 に は吸 引型 経 済 が 出 現 した こ とが あ る。 ア ジ アや ア フ リカ の発 展 途 上 の非 社

会 主義 国 に も.見られ る と コ ル ナ イ([1983]49ペ ー ジ)は 主 張 して い る。 こ こ

て は,経 済 体 制 を比 較 す る こ とが 目的 で は な い ので,資 本 主 義 市場 経 済 にお け

る圧 力 と吸 引 につ い て,ミ ク ロ 三マ クロ ・ル ー プ の観 点 か ら考 察 す る。

伝 統 的 な経 済 学 は,資 本 主義 経 済 が 平 均 的 に は市 場 は均 衡 して い る と考 え て

い る。 こ こ で,「 平 均 的」 とい う語 は,二 つ の意 味 を も って い る。 ひ とつ は,

時 間 平均 の 意 味 で あ り,あ る特 定 商 品の 市 場 は,と き に需 要 超過 ・供 給 超 過 が

あ って も,時 間 を な ら してみ れ ば需 要 と供 給 とは 一 致 して い る こ とを意 味 して
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い る。 も う ひ とつ は,横 断 的平 均 の意 味 で あ り,一 時 点 にお い て 各 種 商 品 の 一

つ 一 つ をみ れ ば ,あ る もの は超 過 需 要 で あ るが,あ る もの は 超 過 供 給 で あ り,

全 体 を な.らして みれ ば,双 方 の超 過 額 は ほぼ 同 量 で あ る こ とを 意味 して い る。

市 場 が この よ うな状 態 に あ る ので,近 似 的 にそ れ を 一般 均 衡 に あ る と見 なす こ

とが で きる とい うの が,一 般均 衡 理 論 の 主張 で あ る。 しか し,現 実 の市 場 経 済

に 当た って み れ ば,こ の よ うな 一般 化 が 実 態 を大 き く歪 め てい る こ と はす ぐ理

解 で き る。

時 間平 均 を と ってみ れ ば1た しか に実 現 した 供 給 総 量 と需 要 総 量 とは ほ ぼ 等

しい。 しか し,こ れ はあ る と きは需 要 不 足 で あ り,あ る と きは 需 要 超 過 で あ っ

て,時 間的 に平 均 して そ の 両 者 が 拮 抗 して い る とい う こ とを意 味 しな い。 需 要

量 はつ ね に変 動 して い るが,店 頭 な い し供給 基 地 に は ほ とん どつ ね に それ を上

回 る商 品 が 供 給 さ れ,需 要 家 が 要 求 す れ ば そ の需 要 は ほ と ん どつ ね に即 座 に満

た さ れ る 。 供 給 量 と需 要 量 とが 長期 に均 衡 す るの は,需 要 の 変 化 に合 わ せ て 生

産量 ・供 給 量 が調 整 さ れ る にす ぎ な い。 これ は,コ ル ナ イの 定 義 す る 「圧力 」

状 態 に他 な ら ない 。 資 本 主 義 経 済 に通 常 この よ うな偏 りが あ る こ とを新 古 典 派

の伝 統 的 な経 済学 が 認 め ない の は,そ れ が均 衡理 論 とい う枠 組 み で 説 明で きな

いた め に他 な らな い 。

横 断 的 平均 に関 して は,古 くか らの議 論 が あ る。 マ ルサ.スが 全 般 的 な 需 要不

足 が 起 こ り う る と考 え た の に対 し,リ カ ー ドヴは そ の よ うな 需 要不 足 は あ りえ

ず,一 部市 場 の需 要不 足 は他 の 市 場 の 需 要 過剰 に よ って相 殺 され て い る と主 張

した。 セ イ法 則 を認 め る限 り,こ の 主 張 は 正 しいが ,経 験 的 に は不 況 が,理 論

的 に はマ ル ク スや ケ イ ンズ が 明 らか に した よ うに,取 り替 え な けれ ば な ら ない

の は,事 実 で はな くセ イ法 則 の方 で あ る。

市場 を虚 心 に 見渡 してみ れ ば,ぽ とん どめ 時 間 の ほ とん どの 商 品 に お い て,

需 要 はす ぐに満 足 され る状 態 にあ り,生 産 者 や 商 人 た ち の 供 給増 加 を 阻 ん で い.

る もの は,当 該 商 品 に対 す る需 要 の 不 足 で あ る こ とが わ か る 。 こ れ は1926年 に

ピエ ロ ・ス ラ ッフ ァ 〔Sraffa[1926])が っ とに 指 摘 した こ とで あ る。 生 産 者
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の 生 産 増 大 を阻 ん で い る もの が 生 産 増大 に と もな う限界 費 用 の増 大 な のか(新

古 典 派 均 衡 理 論 〉,販 売 数 量 の 限.界の ゆ えな のか(ス ラ ッフ ァの 原 理/有 効 需

要の原理)と い う判断は,経 済学をどのように構築すべきかに関する重大な分

岐点 を な して い るW。 ス ラ ッフ ァは,圧 力状 態 ない し圧 力 型 と い う概 念 に は 到

達 しな か ったが,か れ が1926年 にみ て い た 経 済 は,じ つ は 圧 力 型 の 市 場 経 済 で

あ った 。

こ こで,二 つ の 難 しい 問 題 に 直 面 す る。 〔D資 本 主 義 経 済 は,な ぜ,通 常 時

に おい て圧 力 型 に な りや す い の か 。② そ れ が 圧 力 型 に な っ た と き,な ぜ そ の

状 態 は再 生 産 され つ づ け られ るの か 。 ζの うち,ミ クロ ・マ ク ロ ・ル ー プ に直

接 関係 す る の は,問 題(2)で あ る6コ ルナ イ([1983]55-59ペ ー ジ)は,こ の問

題 に(相 互 に排 除 的で き ない)2つ の 主 とな る答 を用 意 して い る。 ひ とつ は,

生 産物 ス トッ クや 潜 在 的 に生 産可 能 な財 をす べ て 買 い取 るに足 るだ け の購 買 力

が 消 費 者 に 手 渡 さ れ て い な い とい う もので あ る。 こ うな る.一因 と して,.イ ン フ

レー シ ョンの も とで,賃 金 の一L昇 が価 格 の上 昇 よ りつ ね に遅 れ が ちで あ る こ と

が 指 摘 され て い る。 も う ひ とつ の答 は,販 売 の不 確 実 性 に対 処 す るた め に,つ

ね に過 剰 の生 産 容 量 を も と う とす る もので あ る 。 コル ナ イ は,こ の第2の メ カ

ニ ズ ム を圧 力 状 態 の も っ と も重 要 な要 因 で あ る とい う。 そ の他 の 要 因 も上 げ ら

れ て い るが,圧 力 型 経 済 は ミク ロ ・マ ク ロ ・ルー プの例 題 と して提 出 され てい

る もの な の で,こ こで は詳 細 に は立 ち入 ら ない 。 い ち お う,そ の 説 明 を認 め て

お く こ とに しよ う。

コル ナ イ の 第2の 回答 を認 め る と,こ こ に も ひ とつ の ミク ロ ・マ ク ロ ・ルー.

プが み ご とな 形 で 成 立 して い る こ とが 分 か る。 マ ク ロ は圧 力 型 経 済 で あ る。 こ

こで は,つ ね に 購 買 力 の 奪 い あ い が あ る。 突 然 あ る量 の需 要 が 表 明 され た と き,

在庫不足や生産容量不足でそれを逃すことは,き わめて大きな機会損失である。

したが って,ほ とん どの 企 業 経 営 者 は,平 均 的 に表 明 さ れ る需 要 よ り も多 めの

製 品在 庫 や 生 産 容 量 を抱 え る こ とに な る。 第2の 回 答 が 正 しけ れ ば,経 営 者 の

12)ス ラッファの原理とその意義については塩沢 〔[19901第6章)を 参照せよ。

ゆ
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こ の よ うな振 舞 いが,結 果 と して,こ の 経 済 を 圧 力 型 とす る 。

こ の こ と は,圧 力 経 済 と吸 引経 済 にお け る企 業経 営 者 や消 費者 の行 動 パ タ ン

の違 い を検 討 し て見 る こ とに よ り,さ らに 明確 とな る。 圧 力 経 済 で は,市 場 が

ほ と ん どつ ね に買 い 手 市 場 で あ るか ら,需 要 に即 応 しよ う と して,つ ね に十 分

の製 品 在 庫 や 生 産 容 量 を も と う とす る 。 これ に対 し,原 材 料一な ど は必 要 な とき

に ほ と ん どつ ね に即 座 に 入 手 で き るか ら,当 面 の生 産 を まか な うだ けの 必 要 量

が あ れ ば よい 。 もち ろ ん,企 業 は需 要 が表 明 され る の を座 して 待 って い るわ け

で はな く,な ん とか して 自社 の製 品 を売 ろ うと して,さ まざ まの 努 力 をす る。

圧 力経 済 で は,潜 在 的購 買者 へ の営 業 活 動 や 広 告,マ ー ケテ ィン グな どが企 業

の 重 要 な活 動 とな る。 これ に対 し,吸 引 経 済 で は,売 り手市 場 で あ り,生 産 が

で きさ えず れ ば,需 要 の不 足 は ほ とん ど問駆 に な らな い 。 しか し,原 材 料,設

備 な どが ほ とん どつ ね に不 足 状 態 にあ るの で,企 業 の 努力 の多 くは調 達 に振 り

向 け られ る。 よ り多 くの 付 加 価 値 を稼 ぎだす 障害 とな るの は,多 くの場 合,何

百 ・何.干 と必 要 な部 品 や 原 材 料 の 一 つ あ るい は 二つ の 品不 足 で あ る。 調 達 が う

ま くい っ て こ の問 題 が 解 決 す る と,次 には別 の部 品や 原 材 料 が ネ ック とな っ て

生 産 を制 約 す る。 した が って,企 業 は,入 手 可 能 な と きに は,い つ で も当 面 必

要 とす る以 上 の原 材 料 や部 品 を確 保 しよ う とす る。 企 業 の こ う した 振 舞 い は,

吸 引 型 の 経 済 をそ の よ うな もの と して再 生 産 させ る効 果 を もつ 。 吸 引 経 済 には,

圧 力 経 済 と は こ とな る ミクロ ・マ クロ ・ル ー プが 観 察 され る。

コ ル ナ イ([1983]4}49ペ ー ジ〉 は,吸 引 と圧 力 の 違 い が そ こに 生 き るひ と

び との行 動 や 情 報 活動 を いか に条 件 付 け てい るか,よ り詳 細 に 検 討 して い る 。

これ は マ ク ロが ミク ロを規 定 す るみ ご とな分 析 例 で あ る。 しか し,そ の 詳細 を

紹介 す る こ とは,ミ ク ロ ・マ クロ ・ルー プの 例 解 の 範 囲 を 超 え る こ とに な る 。

興味 あ る読 者 はぜ ひ原 文 を参 照 して ほ しい 。

Vミ ク ロ ・マ ク ロ ・ル ープ/再 定義

、 前 節 で は,わ た しが 考 え る ミク ロ ・マ クロ ・ル ー プ の代 表 的 な もの につ い て
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説 明 した 。前 節 で,ミ ク ロ.・マ ク ロ ・ルー プ に つ い て あ る て い ど具 体 的 な イ

メー ジを も って も らえ たで あ ろ う。 そ れ を前提 に,ミ ク ロ ・マ ク ロ ・ルー プ に

つ い て,よ り明確 にわ た しの考 え を述 べ て お きた い 。

経 済 学 に お い て も,社.会 学 に おい て も,「.ミ ク ロ」 と 「マ ク ロ」 とい う用 語

は しば しば使 わ れ て い る。 しか し,そ の 区別 はた ぶ ん に恣 意 的 で あ り,た ん に

対 象 とす る領 域 の 大 きさ に よ って 区 別 してい る よ うに見 え る。 そ れ で は,社 会

科 学 にお い て,な ぜ そ の よ うに 二つ の 世 界が 分 離 して現 れ て くるか,そ の 理 論

的 な構 造 が 明 確 に な らな い 。 こ こで い く らか 長 い説 明 が 必 要 な の は,こ の点 の

差 異 を確 認 す るた め で あ る。 以 下 に ミ ク ロの 世界,マ クロ の世 界 と して取 り上.

げ る もの を,ミ ク ロ経 済 学 ・マ ク ロ経 済学 の 対象 と して一 般 に考 え られ てい る

もの と同 二視 して は な らな い 。.それ らは 表面 上 い く らか 関係 を も って い るが,

基本 的 に は異 な る世 界 が 考 え られ て い る こ とを あ らか じめ 断 って お く。

1ミ クロの世界

ミクロ は,基 本 的 に は,あ る個 人 に よ って 生 き られ て い る世.界で あ る。 そ れ

は相 互 に 知 り働 きか け る こ とので き る人 間た ちの,境 界 の 漠 然 と した小 集 団 を

基 本 的 領 域 と して い る 。現 象 学 の伝 統 で は,こ れ をふ つ う 「生 活 世.界」 と呼 ん

で い る。 当 然 な が ら,こ とな る個 人 ・こ とな る集 団 に は こ と な る ミク ロ世 界 が

対 応 す る。 た だ,す べ て の ミク ロ世 界 を個 別 に考 察 す る こ と はで き ない 。 ひ と.

つ の ミク ロ世 界 と して 取 り上 げ る の は,あ る代 表 的 と考 え られ る個 人 とか れ を

取 り巻 く世 界 で あ る。

代 表 的 個 人 とい って も,ひ と りの平 均 人 を想 定 す る とい う意 味 で は ない 。 す

べ て の人 が か れ と同 じ世 界 を もち,同 じ行 動 を とる だ ろ う と考 え る こ と は,経

済 学 で はで きない 。 そ れ で は 経 済 を 考 え る と きに 重 要 な視 点で あ る個 人 の 多様

性 を排 除 す る こ とに な る。 代 表 的 個 人 を 考 え る とは,任 意 の個 人が もつ で あ ろ

う ミク ロ.世界 の最 小 限 の 構 造 を考 え る とい う以 外 の 強 い 意 味 は もた な い 。例 示

で は,あ る特 定 の タイ プの 個 人 の あ る特 徴 的 な 行 動 に つ い て 語 る こ とが 多 い が.

8
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そ れ は記 述 の 簡略 の た めで あ る。 コ ン ピ ュー タ実 験 な どで は 異 な る 行動 を示 す

異 な る タイ プ の個 人 を想 定 す るが,そ の ひ と りひ と りを代 表 的 個 人 とみ な さ な

け れ ば な らな い。

生 活 世.界は.小さ な世 界 で は あ るが,き わ め て 豊 富 な世 界 で あ る。 あ る意 味 で

は,豊 富 過 ぎ る 世 界で あ る。 社 会 科 学 は,そ のす べ て の 豊 富 さ にお い て この 世

界 を捉 え る こ とは で きな い。 分 析 の場 面 にお い て は,一 定 の 抽 象 を 避 け る.こと

は で きな い 。分 析 の対 象 と.して の ミク ロ世 界 は,じ つ は,あ る個 人 に よ って 生

き られ て い る 世界 そ の もの で は な い 。 それ は,分 析 の必 要 に応 じて 抽 象 化 され,

再 構 成 さ れ た 世 界 で あ る 。 い い か え れ ば,.ミ ク ロ世.界は,行 為 当事 者 の 意 識 に

接 近 して,そ の 判 断 や 行動 を 分析 しやす い形 に再 構 成 した もので あ る。 よ り正

確 にい え.ば,そ うす る よ う努 力 した 結 果 え られ た考 察 の概 念 的枠 組 み で あ る。

経 済 学 にお い て は,こ の 世 界 は,個 人 が経 済 的行 為 を なす 場 と して捉 え られ る。.

そ こで は,行 為 に関 係 す る最 小 限 の 諸 要 素 が 想 定 さ れ る 。 た とえ ば,行 為 者 の

定 義 す る状 況,そ の状 況 に付 随 す る利 害 と関 心,そ の状 況 の も とに い か に行 動

す べ きか の知 識,過 去 の同 様 の 状 況 にお け る行 動 とそ の 結 果 に 関 す る記 憶 そ

れ ら全 体 に 関す る世 界 の解 釈 枠 組 み,な どで あ る。 そ れ らは,あ る 有 機 的 な 関

連.を もつ 多様 体 と考 え る こ とが で きる。 この 多 様 体 は,分 析 に お い て 想 定 さ れ

る理 論 の 枠組 み に よ って 異 な った もの とな る。

ミク ロの 世界 は,あ る個 人 とか れ を取 り巻 く人 々が 相 互 に取 り結 ぶ 諸 関 係 を

要 素 と して い る。 この 関係 の多 くは,(す くな く と も経 済学 的考 察 に お い て は)

ひ とび との行 為 と して 観察 可 能 な もので あ る。 したが って,こ れ ら当 事 者 の 行

為 ない し行 動 を さ まざ まな水 準 で理 解 す る こ とが ミクロ世 界 の 理 解 の 第 一 歩 と

な る。 個 人 の行 為 は,.す べ て か れ の 名 に お い て な され る もの とはか ぎ らない 。

個 人が あ る組 織 の 一 員 で あ る と き,か れ の判 断 と行 為 とは,そ れ が 正 当 な委 託

ぎ..薯 と協議 ・承認の手続 きに従・たものであれぼ・その繊 の判断であり行為燭

、ピi=る とみ な さ れ る。 人 間 の行 為 は.あ る思 考 の結 果 生 まれ た ものが 多 い。 経 済 学

で 主 と して 内題 とす る 目 的行 動 に、も,つ ね に..一定 の思 考過 程 が 付 随 して い る。
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思 考 過 程 は,ひ と りの 人 の頭 脳 の 内部 で のみ 進 行 す る と はか ぎ ら ない 。 相 談 や

打 診,協 議 や 議 論 な どの 形 で 集 合 的 に進 行 す る部 分 もあ る。

思 考 は,通 常 は,意 識 的 に な さ れ,意 味 の世 界 に構 築 され て い る。 ミク ロの

世 界 を考 え る こ とは,必 然 的 に 意 識 と意味 世 界 を そ の要 素 とす る こ とで あ る。

意 味 の 世 界 は 世界 理 解 な い し世 界 解釈 の過 程 を も含 んで い る。 こ の世 界 の 複 雑

さ と自 由度 の大 きさ とは,経 済 学 に と って 重大 な含 意 を もつ 。 自 由度 の大 き さ

は,世 界 に対 す る多 様 な 解 釈 を もた らす.こ れ は経 済学 自 身が 多 くの学 派 に分

か れ て 対 立 す る ひ とつ の 要 因 で もあ り,後 に触 れ る 「小 さ な科・学 者 」 と して の

行 為 主 体 が 世 界 に関 す る さ まざ ま な 解 釈 と仮 説 とを もっ て判 断 し行 動 す る可 能

性 を も作 りだ してい る。 この た め,行 為 主 体 で あ る個 人 を確 定 した構 造 を もつ

原 子 と して扱 うこ とはで きな い 。 か れ は 内 的 な 創造 や外 的 な経 験,他 者 と の コ

ミュニ ケ ー シ ョンに.よって,自 己 の 世 界 解 釈 と判 断 に い た る思 考 過程 を変 えて

し ま う。 清 水 博([1988]147ペ ー ジ)は,「 機 能 的 要 素(ホ ロ ン)が,置 か れ

て い る環 境 に応 じて その 性 質 を変 え る」.ため,要 素 の働 きか ら因 果律 的 な思 考

に よ って全 休 の働 きを推 測 す る こ とが 原 理 的 に 不 可 能 な シス テ ム を 「複 雑 シ ス

テ ム」 と呼 ん だが,経 済 は ま さ にそ の よ うな 複 雑 系 と して扱 わ れ ざ る を え ない 。

経 済 学 の 方 法 と して,ミ ク ロ ・マ ク ロ ・ル ー プが 重 要 で あ るの も,究 極 に は

「機 能 要素 と して の個 人 」 の この よ うな複 雑 さ の.帰結 で あ る 。

人 間 の脳 は そ れ 自体 が 複 雑 系 で あ り,そ れ が 生 成 す る 思 考 過程 に は,い ま だ

わ れ わ れ に分か らな い こ とが 多い 。 しか し,そ れ が 完 全 に 分 か らな け れ ば社 会

.科 学 の 考 察 が不 日∫能 に な る とい う もの で は ない 。 一 面 で は,当 事 者 も分析 者 も

同 じ人 間 で あ り,同 じ状 況 に おい て行 為 者 が どの よ.うに 考 え るか,分 析 者 も想

像 や 追 体験 とい うか た ちで,そ の過 程 に立 ちい る こ とが で き る。 他 面 で は,分

析 者 は観 察 者 とな って,.多 くの類 似 の状 況 にお け る 人間 の 行 動 を 外 部 か ら観 察

す る こ と に よ って,一 定 の結 論 を得 る こ とが で き る。

行 為 を導 く思 考 は,知 識 と深 い 関係 を もって い る。 あ る種 の 知 識 は,行 為 の

指 示 そ の もの で もあ る。 そ の 原 型 は,生 物 学 者 の ユ キ ュ.スキ ュ ル ロ973]が

◎
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「機 能 環 」 と呼 ん だ もの に あ る。 生物 は,そ れ ぞれ 種 に 固有 の知 覚 世 界 と作 用

世 界,す な わ ち 環 境 世界 を もち,特 定 の知 覚 標 識 の認 知 を特 定 の作 用 標 識 へ の.

働 きか け に翻 訳 す る。 機 能 環 は,人 間 の 場.合に は,特 定 の 認 知 的 意 味(Cogni-

tiveMeaning)を 特 定 の 指 令 的 意 味(DirectiveMeaning)に 変 換 す る こ と と

して捉 え られ る。 吉[日民 人[1990]は これ をCu変 換 と呼 ん で い る 。 これ は,

状 況 が 条 件Cを 満 た す とき,働 きか けDを 行 う よ う行 動 す る こ と と読 み替 え て.

もよ い 。CD変 換 を組 み 合 わ せ る と,よ り複 雑 な プ ロ グ ラ ム行 動 が 得 られ る。

仕 事 上 の ルー テ ィ ンを始 め と して,人 間の 行 動 の多 くは,こ の よ うに プ ロ グ ラ

ム化 され た 行動 で あ り,わ た しは それ らを定 型 行 動 と呼 んで い る。 どの よ うな

プF.グ ラ ム を用 い るか は,個 人 の 知識 に も関係 して い る し,そ の 場 の 判 断 に も

よ る。 人 間 の用 い る プ ロ グ ラ ム は,ま った く 自動 的 な もので も,ま して 同 じ行

為 系 列 の繰 り返 しで もない 。 そ の 実行 に は,状 況 の判 断 を伴 う し,判 断 の結 果,

プ ロ グ ラ ムに そ っ て.異な る行 為 が 採 用 され る こ と もあ る。

動 物 で は,.行 動 プロ グ ラム は,し ば しば 種 に固 有 の もの(生 得 的 な もの)で

あ る。 これ に 対 し人 間 の場.合に は,行 動 プ ロ グ ラ ム はか な り広 い 範 囲 で 可 変 的

で あ る。 人間 は,あ る プ ロ グ ラム を他 の プ ロ グ ラム に取 り替 え た り,新 しい プ

ロ グ ラ ム を発 見 した りす る こ とが で きる 。 あ る 目的 と状 況 に お い て,ど の プ ロ

グ ラ ムが ど の てい ど有 効 で あ るか(い い か え れ ば,実 行 に どの よ うな 困難 が あ

り,平 均 して ど の よ う な成 果 が え うれ るか)と.い う こ とは,人 間 に と って ひ と

つ の 知識 で あ る。 これ は.般 に ノ ウ ・ハ ウ と呼 ば れ る知識 で あ る。 この よ うな

知識(knowing-how)は,世 界 の 状 態 を 記 述 す る 知 識(knowing-that)で は な

い が,知 識 の 重 要 な範 疇 を形 成 して い る。 生 き るた め に有 用 な 知 識 の 多 くは,

この よ うな 種 類 の 知識 で あ る 。 この よ うな知 識 に依 拠 した 行 為 は,あ る購 造 を

もった 定 型 行 動 と して 捉 え られ る 。 習慣 は,こ の よ う な定 型 行 動 を外 か ら観 察

した もの と考'えられ る。

知 識 は た ん に授 受 ・伝 達 され る もの で は な い 。 あ た ら し く創 造 され る もので

もあ る。 新 しい知 識 は,無 か ら創 造 され るわ けで は な い 。 そ 麹 は通 常(世 界 の
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構 成 と性 質 にか ん す る)先 行 理 論 を前 提 と して行 わ れ る。 個 人 が どの よ うな 意

味 世 界 を もち,そ の 中 で どの よ うな知 識 体 系 を形 成 して い るか に よ って,生 み

出 され る知 識 の 可 能領 域 は異 な って くる。 ま た,ど の くらい 有 用 な 知 識 を 生 み

出 せ るか とい う,量 や 頻度 も変 わ って くる。 ミクロ世 界 は,行 動 の 変 化 に ま で

分 析 の メ ス を進 め る と き.行 為 者 の もつ 知 識 に ま で 拡 大 され ざ る を え な い 。

Loasby([1991]PP.33-38)は,世 界 に か ん す る一 定 の 知 識 を もち考 察 ・創 造.

す る人 間 をGeorgeKellyの 提 案 を受 け て 「科 学 者」 と見 立 て る こ と を提 唱 し

てい る。 か れ は経 験 と理 論 とか ら,な に を ど う使 う こ とが で きる か,ど う行 動

す る こ とが 賢 明で あ るか 学 習 す る。 この よ うな 学 習 と知 識 の増 加 とが な け れ ば,

経 済 には 進歩 が な い。 しか し,こ の科 学 者 は,原 理 と して無 限 の時 間 と無 限 の研

究資 源 とを利 用 で きる理想 の 存 在で はな い。 みず か らの 限 られ た合 理性 の範 囲 内

で,世 界 を よ りょ く理解 しよ う とす る意 味で の 「小 さ な科 学 者」 で あ る。 この科

学者 は思考 を節 約 しよ うとす る。 かれ は不都 合 のない か ぎ り既 製 の理論 に したが っ

て世 界 を解 釈 し,取 るべ き政 策 をみ ず か ら に勧 告 す る。 ル ーテ ィ ンと して 定 型化

され た行 動 は,科 学 者 に よ って採用 され た ひ とつ の仮 説 と考 え る こ とがで きる。

行 為 が パ タ ン と して 捉 え られ る と き,そ の あ る もの に対 して,社 会 的 な制 裁

や 奨 励 が 働 くこ とが あ る。 ほ とん ど思 考 過程 もな く,あ る場 合 に と うぜ ん取 る

べ し と意 識 され た 行 為 パ タンを 慣 習 とい う。慣 習 は,個 々 の値 入 につ い てみ れ

ば,か れ の習 慣 と異 な る もの で は な い が,所 属 す る共 同体 の 「当然 」 と して,

無 意 識 的 な強 制 が 働 い て い る点 が た ん な る個 人 的習 慣 とは異 な る。 経 済 の 取 引

関係 は,同 一 の 文 化 共 同体 の 中 で の み行 わ れ る とはか ぎ ら ない 。 こ の よ うな 関

係 に おい て も,守 るべ き行 為 規 則群 が慣 行 と して成 立 してい る こ.とが 多 い 。 そ

れ らは 自然 発 生 的 な 了 解事 項 と して 始 ま っ た も ので あ ろ うが,逸 脱 者 に対 して

取 引 しな い な どの 制 裁 に よ って 維持 ・拡 大 され て い くもの もあ る。...般 に制 度

と呼 ば れ て い る もの に は さ ま ざ ま な形 態 が あ るが,定 型 行 動 と して の 制 度 は こ

の よ うな 慣 習 ・慣 行 が あ る程 度広 い範 囲 に拡 大 ・確 立 した.もの と考 え る こ とが

で き る。.この よ うな 制 度 は,意 見交 換 な ど の直 接 的 な コ ミュニ ケー シ ョ ンに よ
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る 変 更 が 困 難で あ り,そ の意 味 で 諸 個 人(あ るい は 個 々の 組 織)に と って物 質

的 な 存 在 と して 立 ち現 れ る。 前 節 の 第IV節W-1項 に お い て,日 本 的経 営 を取

り上 げ た 。 そ の3つ の柱 を 中心 とす る諸 慣 行 は,慣 習 と して 個 別 企業 の裁 量 の

範 囲 内 に あ りな が ら,他 の企 業 が そ の よ う な行 動 を続 け るか ぎ り,自 社 だ けが

そ の慣 習 を 変 更 す る に は社 内 の抵 抗 が 強 い ぽか りで な く社 会 的 な 非 難 を も覚悟

しな け れ ば な らな い とい う 「強制 」 を受 け てい た 。 そ れ ら は,そ の 限 りで,ひ

とつ の 制 度 と して存 在 して い た と い う こ とが で き る。

す べ て の 社 会 科 学 は,人 間 の意 識 的 ・無 意 識 的行 動 に取 ゆ組 まざ る をえ な い 。

ま た,そ こに働 く当 為 の 観 念 や損 得 勘 定 に も立 ち入 らざ る を えな い 。 ミク ロの

世 界 は,し か し,そ の よ うな個 人 の意 識 の 内部 のみ にあ る もの で はな い 。 そ れ

は 視 野 と働 きか け の 範 囲 内 に お け る 人 間 の小 集 団 を基 礎 と し,そ こ に展 開 され

る活 動 を基 本 的 な事 象 とす る もので あ る。 個 々 の交 換 や 生 産,消 費 とい った 活

動 は,す べ て この 世 界 の 内部 で展 開 さ れ る。 そ こ に は社 会 科 学 が 対 象 とす べ き

基 礎 的 過 程 の ほ とん どす べ て が含 ま れ て い る。 そ の意 味 で,社 会 科 学 は,ミ ク

ロの 世 界 な しに は 済 ま せ られ な い 。 た だ,そ れ はわ れ わ れ が 直 接 経 験 で き る世

界 で あ るだ けに,.学 問 的 分析 に とっ て は,そ れ 固有 の困 難 を もた らす 。 す で に

指 摘 した よ うに,そ れ は 豊富 過 ぎ る世 界 で あ る。 生 の豊 富 さ を,そ の ま ま生 か

そ う とす る と,学 問 的分 析 は ほ とん どす す ま な い。 こ こ に ミク ロ 世界 をあ る種

の 抽 象 的 世 界 と して 理 論 的 に 再構 成 す る必 要が 生 ず る。 この 作 業 が きわ め て 高

度 な判 断 に 基 づ くもの で あ る こ とは否 め な い。.そこ に は,現 実 と して の ミク ロ

世 界 を意 図 せ ず して 大 き く歪 め て しま う危 険が つ ね に存 在 す る。

新 古 典 派 ミク ロ経 済 学 が.人間 の経 済 活 動 を考 察 す る場 と して構 成 した の も,.

そ の よ うな 理 論 化 の ひ とつ で あ っ た。 た だ,そ の世 界 は きわ めて 特 殊 な構 想 に

よ る抽 象 化 で あ り,人 間 の 行動 を 最大 化 と して しか 定 式 化 す る こ とが で きて い

な い 。 人 間 は,視 野 ・合 理 性 ・働 きか け の3面 に お い て 限 界 を もつ 存 在 で あ

る'㌔ ミク ロ世界 を考 え な けれ ば な ら な い の は,個 人が 分 析 の基 礎 単位 だ か ら

13)塩 沢([1990]266-276ペ ージ)あ るいは塩沢([1997.]32-37ペ ージ)な どをみよ。視野のノ
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で は な い 。視 野 ・.合理 性 ・働 きか けの 限 界 の も と に個 人 が か れ の 周 辺 と取 り結

ぶ 関係 世 界 は,そ れ らの関 係 の 連 鎖 を拡 大 して 得 られ るマ クロ の 世 界 とは 畏 質

の もの と して 区別 しな けれ ば な ら ない 。 マ ク ロ世.界とは 異 な る 分 析 視 角 を 要 請

す る もの と して ミク ロ世 界 を置 か ね ば な らな い の は そ の た め で あ る 。新 古 典 派

の立 場 に たつ な ら,ミ ク ロ とマ ク ロの 区 別 は 成 立 しな い 。 そ れ が ミクロ経 済学

と呼 ばれ る の は,こ こ にい う ミク ロの 世 界 を 分析 して い る か ら で は な く,原 子

と して の個 人 の行 動 か ら全 体 の 経 済 が 構 成 で きる と考 え て い る か らで あ る。 こ

こに お け る ミク ロ世 界 は.そ の よ うな 構 想 とは ま った く無 縁 の もので あ る。 言

葉 の類 似 だ け に よ って 両 者 を混 同 して は な らな い 。 ミクロ ・マ ク ロ ・ル ー プ と

い う主 題 は,ミ ク ロ とマ ク ロ との 間 に 相 互規 定 的 な 関係 が 存 在 す る こ とを主 張

す るだ けの もの で は な い 。 そ の 主 眼 は,む しろ,方 法 論 的個 人 中裁 に基 づ くそ

の よ うな 構 成 が 不 可 能 で あ る こ とを 実 際 の現 象 に よ っ て例 示 す る こ と に あ る。

2マ ク ロの世界

ミク ロの 世 界 は,視 野 ・合 理性 ・働 きか け の限 界 の もと にあ る 人 間が 相 互 に

み わ た せ る範 囲 に お け る相 互 関係 の 集合 で あ る。 これ に対 し,マ ク ロ は,視 野

の 限 界 ・働 きか け の 限界 を 超 え て,無 限 に延 長 され る相 互 関係 の ネ ッ トワー ク

全 体 に 引 き起 こさ れ る事 象 の 世界 で あ る。 マ ク ロ の諸 関係 は,し た が って,原

則 的 に は 人 間 の 日常 的 な経 験 か ら切 り離 され た も ので あ る。 マ ク ロの 世 界 は,

この 意 味 で,個 々 の 行 為 者 を 超 越 した 存 在 で あ る。 そ れ は,人 類 の 経 験 を 総 .

合 ・整 理 して,学 問 的 に再 構 成 す る こ と に よ って のみ わ れ わ れ に開 示 され る。r

経 済 に お い て は,マ ク ロ とは経 済 の総 過 程 をい う。 経 済 的 関 係 は,相 互 の 交.

換 の ネ ッ トワー ク に よ っ て全 世 界 に広 が って い る。 経 済 の マ ク ロ世 界 とは,こ

の 世 界 人 に広 が る経 済 の さ ま ざ ま な 関係 ・さ まざ ま な作 用 を相 互 に関 連性 を も

＼限界 といって も,視 覚 のみ を問題 にしてい るのではない。メデ ィアや情報機 器を も含め,個.人 が
一定の時 間と費用の範囲で収集で きる情報の範囲に限界がある ことを意味 していることに注 意す

る。
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つ 統 一 と して 捉 えた もの で あ る。

マ クロ の経 済 世 界 の 関連 性 ・統 一性 を もた らす もの は,AがBか ら甲商 品 を

買 い,対 価 と してAがBに 貨 幣x量 を支払 う とい う交換 一取 引 関係 で あ る。 そ

の か ぎ りで,マ ク ロ世 界 の作 用 原 理 と ミク ロ世 界 の作 用 原理 とは 質 的 に異 な る

もの で は ない 。 しか し,ミ ク ロ とマ ク.ロとで は,そ こ に働 い て い る分 析 視 点が

まったく異なっている。Bに 表明された商品甲に対する需要は,原 材料連関を

通 して他 の生 産者C1の 需 要 とな る。 それ は,ま た所 得 連 関 を通 して.他 の 個

人 あ る い は 企 業C2の 所 得 とな る。 この よ うに,ひ とつ の経 済 行 為 の影 響 は,

直接 的 関 係 者 で あ るBを 超 え て,C1やCZに 及 ぶ 。C1やC2の 取 る経 済行 為

の 影 響 は,さ らに そ の 先 のD1やD2に 及ぶ 。現 代 経 済 で は,こ の 連 関 は,ど

こか で 収 束 して 相 互 に 闘 じて しま うので な く,地 域 を超 え,国 を超 えて,世 界

全 体 に まで 広 が って い る。 経 済 に お い て マ ク ロ の世 界 を考 え る とい う こ とは,.

こ の よ うに世 界 大 に ひろ が る取 引 関 係 の ネ ッ トワー ク を考 え る こ とで あ り,そ

こに おい て全 体 と して 進 行 す る過 程(総 過 程)を 捉 え る とい うこ とで あ る。 い

か な る個 人 とい え ど も,そ の 過 程 の 全 体 を体 験 的 に視 野 に 入 れ る こ とは で き な

い 。

経 済 の 総 過程 は,あ る個 人 あ るい は個 人 の 集 団 の 頭 の 中 で 展 開 さ れ る もの で

は ない 。 そ れ は,主 と して貨 幣や 商 品 な どの社 会 的 ・物 質 的 連 関 を通 して 展 開

され る..そ の ひ とつ ひ とつ の事 象 は,あ る(単 数 あ るい は複 数 の)行 為 主 体 の

活 動 で あ るか も しれ ない 。 個 々の行 為者 は,あ くまで か れ 自 身 の ミク ロ世 界 の

内部 に あ り,そ の世 界 の 中で 行 為 す る。 マ ク ロ世界 は多 数 の ミクロ世 界 を内 包

して い るが,そ れ らを単 に集 合 させ た もの で は ない 。 そ の分 析 視 点 は もはや 行

為 主体 の 意識 に で は な く,か れ らの作 りだ す 行 為 連 関 にあ る。 行為 者 が 意識 す

る し ない にか か わ らず,か れ の ミ クロ 世 界 は マ ク ロ世.界の ネ ッ トワー クの結 節

点 の ひ とつ と して 存 在 し,そ の よ うな もの と してつ ね に マ ク ロ世 界 に条 件付 け

られ てい る。 人 が 目 にす る こ との で き る価 格 や 商 品 の在 庫 量,企 業 に表 明 され

る 需要 な ど は,か れ らの 視 野 の限 界 を 超 え た マ クロ 世界 に よ って ほ とん ど規 定
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され て い る。 そ の よ うな 状 況 の も とに な さ れ る行 為 の相 互 連 関 を考 え る こ とが

マ ク ロ分 析 で あ る。 そ の 結 果,経 済 が 全体 と して生 み だ す 諸 特 性 が 見 い だ され

る と き,そ れ が 固 有 に経 済 の マ ク ロ的性 質 と呼 び うる もの とな る。 具 体 的 には,

景 気 の 循 環 や 成 長 の 速 度 の 高 低,イ ン フ レー シ ョ ンの進 行,為 替 レー トの 変動,

産 業構 造 の 変化,地 球 環 境 条件 の悪 化,な どで あ る。

す で に断 った よ うに,マ ク ロの経 済 世 界 をマ ク ロ経 済 学 の対 象 とす る もの,

と くに マ ク ロ経 済 モ デ ル と同一 視 して は な ら ない 。 マ ク ロ経 済 学 で は,い くつ

か の 代 表 的 な変 数(マ ク ロ変 数.}を 取 り出 して,そ れ ら の 間 の 微 分 方 程 式 系

(マ ク ロ経 済 モ デ ル)を 作 り,そ れ を解 くこ とで 諸 変 数 の時 間的 進 行 を考 え る。

これ は,マ クロ経 済 学 の 常 套 的.手法 と して よ く用 い られ るが,そ こに重 大 な限

定 が あ る こ とが,つ う じ よう意 識 され て い な い。 マ クロ経 済 モ デ ル を立 て る こ

とは,マ ク ロの 総 過程 を ひ とつ の小 さ な 閉 じた力 学 モ デ ル と して再 構 成 して み

る こ と にあ た る。 そ れ は,マ ク ロ世 界 の ひ とつ の描 像 を与 え る もの で はあ るが,

そ れ が 極 端 に簡 素 化 され た 世界 で あ る こ とは否 め ない 。 そ こで は,あ るマ ク ロ

変 数(た と えば,総 雇 用)が 他 の ひ とつ あ る い は複 数 の変 数(た とえぼ,総 需

要)の 関 数 で あ る と仮 定 さ れ る。 ひ とつ ひ とつ の 需 要 が 雇 用 の 機 会 を作 りだ す

こ と,し たが って総 需 要 の増 大 が 総 雇 用 の 増 大 につ な が りや す い こ とは 認 め る 。

しか し,経 済 の総 過 程 は,第 一 義 的 に は,総 需 要Dと 総 雇 用Nと の 関 数 関係 で

は な い。 総 過 程 の考 察 とは,た と えば 個 々 の 需 要 が 企 業 の投 資 決 定 や雇 用 決 定

な どを通 して経 済 全 体 に影 響 を及 ぼ して い く過 程 を 考 察 す る こ とで あ る 。 そ れ

は集 計 量 間 の関 係 に縮 約 され た 関 係 だ け を 考 え る こ とで は け っ して な い 。 そ の

よ う.な関 係 を集 め.て閉 じた 力 学 モ デ ルが 得 られ る とい う保 証 は ほ とん ど な い。

ミク ロ ・マ ク ロ ・ルー プに 注 目せ ざ るを え な い の は,マ ク ロ の ダ イ ナ ミック ス

が ミク ロ世 界 か ら独 立 に そ れ 自体 と して 成立 す る こと が な く,需 要 か ら投 資 へ,

需 要 か ら雇 用 へ とい った 決 定.関係 に お い て も,そ こ にか な らず 個 々 の ミク ロ世

界 に お け る個 人 な い し企 業 の判 断 と決定 が か ら んで い るか らで あ る。

植 村 ・磯 谷 ・海 老塚{1998]ほ か に お い て,著 者 た ち は マ ク ロの ダ イ ナ ミ ッ
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クス を 「集 計 量.レベ ル の ダ イナ ミ ック ス」 と規 定 して い る 。 これ は.実 態 レベ

ル に.おけ る経 済 の.ダイ ナ ミック スが 集 計 量 レベ ルの 諸 変 数 の 運 動 と して 記述 で

き.るとい う主 張で あ ろ う。 この規 定 は,上 に注 意 した よ うに,総 過 程 の 分 析 を

先 験 的 に集 計 量 問 の 関係 に 限定 して よい と.いう前 提 を含 ん で い る。 簡 略 な 表 現

と して も,ミ ク ロ ・マ ク ロ ・ル ー プにつ い て考 え よ う とす る に は,こ れ はい さ

さか 不 用 意 な定 式 で あ る。 ミク ロ ・マ ク ロ ・ル ー プ に お け るマ ク ロ世 界 は,そ

の分 析 視 角 に お い て,マ ク ロ経 済 学 とは,対 立す る経 済過 程 の理 解 に た って い

る。現 象記 述 とい う範 囲 を超 えて,マ ク ロ経 済 学 が そ れ 自体 と して成 立 す る こ

と はあ りえ な い とい うのが,ミ ク ロ ・マ ク ロ ・ルー プ とい う主 題 の ひ とつ の含

意である。

マクロの世界は,理 論の前提 としては,そ れを構成 ・分析する理論に先立っ

て存在するものである。理論は,す でに存在する総過程を概念的に再構成する

にすぎない。 しか し,そ れが理論的に再構成されるものである以上,構 成され

た世界そのものは,理 論拒分析目的に依存 した内容のものとなる。理論負荷性

や学派の違いといった議論をさておいても,な にを分析の目的とするかによっ

て,マ クロ世界として考察される範囲は異なってくる。たとえば,あ る目的の

ためには,地 球環境条件は経済の総過程の外部 と想定される。しかし,地 球環

境問題を経済問題として考察するためには,環 境条件そのものが経済活動の結

果であ り.個 々の企業の活動に影響する条件として,経 済の総過程の内部に考

えられなければならない。これは経済の総過程をどのような範囲に設定するか

の問題である。問題関心や理論の在 り方によって,そ の範囲に異同が生ずる。

具体的な考察において,総 過程のすべての側面に同時に言及することはでき

.5な い。個々の考察では,記 述 ・分析は,必 然的に,総 過程のある側面 ・ある部

.歌 領 域に鯨 を当てたものにならざるをえない.・ のような腰 から,縄 程

・華 が 一 定 の 時 期 にお け る 日本経 済で あ った り,あ る特 定 の商 品 の市 場 動 向 で あ っ

.1:。,す 。 ・ と・許 ・れ ・.・ … な ・ク ・ ・… リ レー プ ・注 ・す ・か ・・
'b}…'..・=よ

っ て も.,主 と し て 考 察 の 対 象 と な る 変 数 が 変 わ っ て くる 。 変 数X,y,Zに

.饗
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つ い て の み話 して い て も,マ ク ロの 総 過程 は,そ こに 明示 され な い多 数 の変 数

と相 互 に 関係 して進 行 して い る。 分析 と説 明 の都 合 上,多 くの省 略 や 簡 単 化 が

な さ れ る こ とは,分 析 者 で あ るわ れ わ れ 自身 が視 野 や合 理性 ・働 きか け の 限界

の.中にい る以 上,仕 方 の な い こ とで.ある。

3相 互規 定のル ープ

ミク ロ ・マ クロ ・ル ー プ とは,ミ ク ロ世 界 とマ ク ロ 世界 との 間 に あ る相 互 の

規 定 関係 を い う。 したが っ て,方 法 論 的 個 人 主 義 と方 法 論 的 全体 主義 の双 方 を

否 定 す るわ た しの立 場 か らす れ ば,ミ ク ロ世 界 とマ ク ロ 世界 とは つ ね に相 互 に

他 方 を条 件 づ けて お り,そ の 限 りで ミク ロ ・.マク ロ ・ルー プは あ らゆ る考 察 に

普 遍 的 に 見 られ る もので あ る。 しか し,ミ ク ロ ・マ ク ロ ・ルー プ とい う主 題 は,

この よ うな.全般 的 な相 互 規 定 関係 だ け を提 起 す る もの で は ない 。 そ の よ うな 関

係 も,ミ.ク ロ ・マ ク ロ ・ル ー プ の ひ とつ の事 例 で あ り,方 法 論 的 に は重 要 な も

の で はあ るが,前 節 で 取 り上 げ た ミクロ ・マ ク ロ ・ルー プの 諸例 は そ れ よ りも

や や 特殊 な 構 造 を も って い る。 そ こで は,ミ ク ロ の世 界 で の ひ とび との行 動 の

あ る特 別 な あ り方 が マ クロ 世界 の あ る特 別 な特 性 を生 み 出 し,ま た マ ク ロの世

界 の あ る特 別 な あ りよ うが ミ クロ世 界 で の あ る特 別 な種 類 の 行動 の 誘 因 とな る

とい う相 互 規 定 関 係 に お い て,ひ とつ の 閉 じた輪 を作 って い る。

具 体 的 な事 例 と して ミ ク ロ ・マ ク ロ ・ル ー プ を取 り上 げ る と き に は,多 数 の

関 係 項 の 間 の す べ て の規 定 関係 につ い て言 及 す る訳 に はい か ない 。 あ る程 度,

影 響 力 ・規 定 力 の 強 い 関係 を取 り上 げ,そ れ らにつ い ての み 語 ら ざ る を えな い 。

具 体 的 な 場 面 にお い て は,全 体 の 関連 の なか の あ る部 分 に視 点 を絞 って,そ こ

で 議 論 し,分 析 す る こ と に な る。 視 点 を絞 って い う と き に は,ミ ク ロ ・マ ク

ロ ・ルー プ と は,し た が って,そ の よ うな強 い規 定 関 係 の 相 互 に閉 じた輪 の.こ

と をい う。 この よ うに視 点 を絞 って相 互 の強 い規 定 関 係 に注 目す る こ と は,経

済 の よ う に真 に複 雑 な体 系 の分 析 に お い て,そ こ に展 開 され て い る 「論 理 」 を

理 解 す るた め には つ ね に必 要 とさ れ る観 点で あ る。
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具 体 的 な例 を と.って説 明 しよ う。 第IV節W-1項 の 「戦 後 日.本の 成 長 経 済 と

日本 的 経 営 」 を とろ う。 この例 に お い て は,マ ク ロ の特 性 と して,高 い 成 長 率,

短 い 景.気後 退,急 速 な 所 得 上 昇 な どが あ り,ミ ク ロ の企 業 行 動 と して は,終 身

雇 用,年 功 序 列 ・賃 金 制,労 使 協 調 な どが あ る。第W節IV-1項 で 説 明 した よ う

に,こ の よ うな.企業 行 動 は,他 の さ まざ まな 条 件 を所 与 した 上 で は あ る が,マ

ク ロの特 性 を生 成 す る主 要 な要 因 で あ った 。 こ こに ミク ロか らマ ク ロ へ の規 定

関係 が見 られ る。 他 方,マ ク ロ の特 性 で あ る高 い 成 長 率 な どは,各 企 業 が 終 身

雇用 や年 功 制 を守 る こ とを可 能 に した客 観 的 な条 件 で もあ った 。 これ が マ ク ロ

か ら ミク ロへ の 規 定で あ る。注 意 す べ き こ とは,こ の 二 つ の 規 定 関 係 にお い て,

ミ.クロの 主 要 関係 項 とマ ク ロの 主 要 関係 項 とが 一 寒 してい る とい うこ とで あ る。

視 点 を絞 って ミク ロ ・マ ク ロ ・ルー プ とい う.ときに は,ミ クロ とセ ク ロ との

1問
に一 般 的 に次 の よ うな関 係 が 成 立 す る こ とを い う。 ミクロ の世 界 に は多 数 の

関係 項 が あ るが,そ の うち の少 数 の項 目群 をA1,A2,...,AMと しよ うrま た,

マ ク ロ の世 界 に も多 数 の 関係 項 が あ るが,そ の う ち の 少 数 の 項 目群 をB1,B2,
…..

_,BNと しよ う。 た だ し,つ う じ よ う,MとN61あ ま り大 き くない 正 の整 数

.;と す る 。 この と き,ミ ク ロの項 目群A,,AZ,_,AMを 主要 な説 明項 とす る規 定

関 係fが 存 在 して,そ れ に よ っ て マ ク ロ の世 界 の 関 係 項B1,B2,_,BNが 説 明

され,逆 に マ ク ロ の項 目群B1,B2,_,BNを 主 要 な説 明 項 とす る規 定 関係gに

よ って ミ.クロ め項 目 群A,,A2,...,AMが 説 明 さ れ る と し よ う。 ここで,関 係f

の 被 説 明項 が 関 係gの 説 明項 と一 致 し,関 係gの 被 説 明 項 が 関 係{の 説 明 項

と.一致 して い る こ とが ルー プの 意 味 で あ る 。 ミ クロ世 界 とマ クロ世 界 との 間 に
.、

双 方 向 的 な規 定 関係fとgと が あ っ て も,fの 被 説 明 項 が9の 説 明項 と一 致 し

な いか,gの 被 説 明 項 がfの 説 明項 と一 致 しな い な らば,ミ ク ロ とマ クロ の規

定 関係 は 閉 じてい る と はい えず,規 定 関 係 の ル ー プが存 在 す る とは い え な い。

ま た,関 係 す る 項]数MやNが 大 きい 場 合 に は,次 項 に触 れ る ミク ロ世.界

難!:で とマ ク ロ世 界 との 問 に存 在 す る全 般 的 な 相 互 依 存 関 係 の 場 合 を 除 い て,ミ ク

ロ ・マ クロ ・ル ー プ と して の 説明 力 は小 さ な も の と な る。 そ れ らが ミク ロ ・マ



」騰.
蔓.
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ク ロ ・ル ー プで な い とは 言 えな い と して も,少 数 の項 目群 の 問 に相 互 の強 い 規 ・

定 関 係 が あ って こそ,ミ ク ロ ・々 ク ロ ・ル ー プ の 説 明 は 印象 的 な もの と な る。

こ こで,「 規 定 関係 」 お よ び 「説 明 され る」 とい う用 語 につ い て,注 意 し て

お く.ことが 必 要 で あ ろ う。 上 で,A,,A2,_,AMか らB,,B2,,..,BNへ あ た か

も関数 関係 が あ るか の よ うに説 明 した が,そ れ を た とえ 多 変数 問 の 関係 と して.

で あれ,厳 密 に関 数 関 係 と捉 えて しま って は 狭 す ぎる 。規 定 関係 とは,そ の よ

うな 関係 が あ る場 合 を排 除 しは しな い が,も っ と広 い 意 味 で い って い る 。 第 】V

節 の例 が 示 してい る よ うに,ミ ク ロ の諸 条 件 の うちA,,AZ,...,AMが 満 た さ れ

る場 合 に は,マ ク ロの 諸 項 目 と してB】,B2,_,BNが 成 立 す る こ.とが 許 容 さ れ

る とい った 関係 を も,そ れ は含 んで い る。 規 定 関 係 とは,そ の よ うな ゆ る い範

囲 限定 や 可 能 性 を作 りだ す 関係 を も含 ん だ 概 念 で あ る。

第W節N-1項 の 例 で い え ば,終 身 雇 用,年 功 序 列 ・賃 金 制,労 使 協 調 と

い った諸 項 目は,戦 後 の 日本 経 済 が 成 長 経 済 で あ る こ とを 条 件 づ け た 重 要 な項

目で あ るが,現 実 に それ が 高 い 成 長 率 を もち えた の は 他 に も考 慮 す べ きい くつ

もの 要 因 が あ る。 例 の説 明 に も触 れ た よ うに,日 本 の 賃 金 率 が 欧 米 に 比 べ て 低

く,よ り低 い 賃金 率 を もつ ア ジア諸 国の 技 術 水 準 が まだ 十 分 で な か6た とい っ

た 国 際 的 な 条件 も,日 本経 済 の高 い 成 長 を可 能 に した ひ とつ の 要 件 で あ った 。

マ ク ロの 諦 条 件 が ミク ロの諸 項 目を規 定 す る とい う場 合 に も,規 定 関 係 の 意 味

は,上 に注 意 した よ うに広 義 に考 え る必 要 が あ る。 先 の 例 で い えば,戦 後 の 日

本経 済 が 高 い 成長 率 を続 け,景 気 後 退 が 比 較 的軽 く短 か.つた こ とが,終 身 雇 用

や 年 功 序 列 制,労 使 協 調 とい った慣 行 の順 守 を可 能 に して い た 。 しか し,こ の

よ うな 条 件 が あ った か ら とい っ て,別 の 雇 用 慣 行 を採 用 す る こ とが 不 可 能 で

あ った 訳 で は な く,じ っ さい い くつ か の外 資 系 企 業 で は労 働 力 の流 動 性 を前 提

と した 雇 用 政 策 が 採 用 され て い た 。

4ミ クロ ・マ クロ ・ル ープ と時間尺度.

前 節 お よ び本 節 に おい て ミク ロ ・マ ク ロ ・ル ー プ の い くつ か の例 を取 り上 げ
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説 明 して きたが,そ こ にお い て どの よ うな 時 間尺 度が 考 え られ てい るか につ い

て は 明示 的 に は触 れ なか った 。 しか し,あ る ル ー プが どの くら いの 時 間尺 度 に

おい て考 え られ て い るの か は,ミ ク ロ ・マ ク ロ ・ル ー プの 考 察 にお い て 重 要 な

視 点 で あ る。 ミク ロか らマ ク ロ,ま た マ クロか ら ミク ロへ の規 定 関係 は,ど の

くらい の 時 間 尺 度 を考 え るか に よ り,.そ の影 響 も,影 響 の 仕 組 み も,変 わ って

くる。 さ ら に,ミ.ク 口 置.界で 問題 とす べ き主 要 な関 係 項 や マ ク ロ世界 の主 要 な

関 係 項 も変 わ って くる 。

ミク ロ ・マ ク ロ ・ル ー プ は,あ る適 切 な時 間尺 度 に お い て考 え られ な けれ ば

な ら な い 。 第E「節IV-1項 に 取 り上 げ た 「戦 後 日本 の 成 長 経 済 と 日本 的 経 営 」

で は,ル ー プが安 定 的 に存 在 してい た 時 間 は,約40年 間 に も及 ぶ 。 この ル ー プ

関係 を た とえ ば一 ヵ月単 位 の時 間尺 度 で考 察 して も,有 意味 な分 析 はで きない 。

そ れ ぞ れ の議 論 対 象 に は,そ れ が 変 化 した り定 着 した りす る の に,あ る程 度 の

時 間 がか か る。 ミク ロ ・マ ク ロ ・ルー プで い え ば,ミ クロ の主 要 変 数(議 論 対

象)が 変 化 して;そ の 影 響 が マ ク ロ に現 れ る時 間幅 と,マ ク ロの 主 要 変 数 が 変

化 して ミク ロ の行 動 や 制 度.などが 変 わ る にか か る時 間幅 とを考 慮 しな けれ ば な

らな い。 「戦 後 日本 の 成 長経 済 と 日本 的経 営」 とい う ミク ロ ・マ ク ロ ・ル ー プ

の場 合,マ ク ロの 主 要 変 数 は 長期 の平 均 的 な成 長 率 ない しは そ れ に代 表 さ れ る

成長 モー ドで あ り,ミ ク ロの主 要 変 数 は経 営 の 諸 制 度 で あ る。 この 内,経 済 の

成 長 モー ドは,『 本 の1974年 や199ユ 年 の前 後 に見 られ た よ うに,…..年 程 の 時 間

で 不 連 続 的 に 変化 す る こ とが あ り,比 較 的 短 い 時 間 で,新 しい 状 況 へ の 「適

応 」 が 完 了 す る。 これ に対 し,「 日本 的経 営 」 の 柱 とな る終 身雇 用 制 や 年 功 序

列 ・賃 金制 な どは,個 々 の会 社 で は制 度 改 革 に よ り一 挙 に 変 わ る こ とが あ っ て

も.そ.の よ うな改 革 が 多 くの 会 社 で 行 わ れ,大 勢 と して 制 度 が変 化 レた と観 察

され るよ うに な る に は,10年 ・20年 とい う時 間 が必 要 で あ ろ う。

第W節W-2項 の 「金 融.市場 の ミク ロ ・マ ク ロ ・ル ー プ」 で は,時 間尺 度 を

も っ と短 く と らな けれ ば,意 味 の あ る分析 をす る こ とはで き な い。 市場 の趨 勢

変化 に合 わ せ て,ト レー ダー た ち が か れ らの認 識 と行 動 を変.化させ て い く速 度

1



42(504)..第164巻 第5号

は きわ め て速 い。 こ とに よ る とそ れ は数 分 単 位 で 変 化 す る 。市 場 に 関 す る認 識

とそ こ にお け る行 動 とはわ ず か 一 日で ま った く変 わ って しま う。

この よ う にル ー プに よ って,関 係 す る時 間 尺 度 が 大 き く異 な る。 この 点 を 十

分 考 慮 して 議 論 しな い と,ミ ク ロ ・マ クロ ・ルー プ.の話 は混 乱 した もの とな る。

時 間尺 度 が 違 う と,ミ ク ロの 世界 で 考 え るべ き もの,マ ク ロの 世 界 で 考 え るべ

き ものが 変 わ っ て くる。 数 分 とい う時 間尺 度 に お い て は,一 団か ぎ りの 行 為 と

定 型 と して の行 動 とを,概 念 上 区 別 す る こ とに は 実 質 的 な意 味 は な い。 しか し,

あ る関 係行 為(た とえ慮,株 の売 買)が 多 数 回 く りか え さ れ る よ うな時 間 間 隔

で は,同 一 の行 動す なわ ち 同一 の行 為 パ タ ンと,そ れ に した が う多 くの相 異 な.

る行 為 とい った 区 別 は,概 念 上 の 有用 な 区別 とな る。

た と えば,数 年 に もお よぶ 安定 的 な ミ ク ロ ・マ ク ロ ・ル ー プで は.ミ ク ロの

世 界 で 考 え られ る もの は,あ る一 回 限 りの 「行 為 」 で は な く,繰 り返 しと して

捉 え ら れ た定 型 行 動 とい う こ と に な る。 この と き,習 慣 や 慣 習 と して の制 度 と

行 為 主体 の行 動 とを整 然 と区 珊 す る こ と は難 し くな る。 マ ク ロの総 過 程 は,も

ち ろ ん,個 々 の 主体 の と きど き の行 為 の集 合 と して あ る。 しか し,そ れ らが総

過 程 の あ る安 定 な特 性 と して 出現 す る に は,個 々の 主 体 にお け る行 為 パ タ ンの

同 一 性 が 通 常 は 前提 さ れ よ う。 こ の と き,ミ ク ロ と マ ク ロの 間の フ ィー ドバ ッ

ク ・ル ー プ は,個 々 の 行 為 と総 過 程 との 問 とい うよ りも,行 為 主 体 の あ る行 為

パ タ ン とマ ク ロの 総 過 程 の 間 に働 い て い る と考 え るべ きで あ ろ う1㌔

5ミ クロ.・マクロ ・ル ープの含意 と課題

経 済 の総 過程 は,個 々 の部 分 に視 野 を絞 って み れ ば,あ る 小 さ な 入 間 集 団 の

形 成 す る ミク ロ世.界で の取 引 で あ り,ミ ク ロ.世界 が マ ク ロ世 界 の 個 々 の 過 程 を

誘 導 して い る。 反 対 に,ミ ク ロ世界 に お け る個 人 は,過 去 にお け る 自分 また は

14)植 村.瀞 海 老塚[・6;8]の 制度 論的 「ミク・ ・マク・ リ・一プ」 におiナる ・とPと の間の

ループは,こ の ような時 間尺度にお けるミクロ ・マ クロ ・ループを考 えている とみ なす こともで

.きよう。習慣 と慣習 との移行は微妙であるが,慣 習はつ うじよう制度に属す る ものと見なされ て

いる。
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他 者 の経 験 を もと に世 界 を解 釈 し,仮 説 を構 成す る存 在 で あ る。 直 接 経 験 され

る世 界 は,上 にい う ミク ロ 世界 で あ るが,そ こに展 開 され る ス トー リー はマ ク

ロの 総 過 程 の 一 部 と して あ る。 諸個 人 の経 済 的経 験 を条 件 づ けて い る もの は ,

この よ う にマ ク ロの総 過程 て あ り,そ の性 質 が ど の よ うな もの で あ るか に よ っ

て,あ る状 況 昏 の 対処 で あ る指 令 的知 識 もそ の有 用 性 の水 準 も変 わ って くる。

この よ う に ミク ロの 世界 に お け る ひ とび との 行 動 は,マ ク ロ世 界 の特 性 に よ っ

て 条 件づ け られ て い る。
i尾=

ミ ク ロの世 界 とマ ク ロ の世 界 の間 に は,こ の よ うに 全般 的 な相 互 規 定 的 な連

関 が あ る 。 第IV節 の3つ の 例 は,ミ ク ロ 世界 とマ ク ロ世 界 の 問 に存 在 す る こめ

よ うな相 互 規 定 的 な関 係 の うち,少 数 の 変 数 の 間 に み られ る い く らか 劇 的 な も

の を取 り出 してみ せ た もの で あ る。

ミ クロ 世界 とマ ク ロ世 界 との 間 に この よ うな相 互 規 定 関係 が あ る とき,ミ ク

ロ世 界 ・マ ク ロ世 界 の 一 方 を他 方 か ら切 り離 して考 察 す る こ とは誤 りとい わ な

けれ ば な ら ない 。 これ が ミク ロ ・マ ク ロ ・ル ー プ とい う主 題 の もっ と も重 要 な

含 意 で あ る。 す で に説 明 した よ うに,こ れ は ミク ロ とマ ク ロの 世 界 を 単 純 に接

1.蟹 二∵1男誓髭濃哲雲繋螺二撮 螺嘗 島
理 論 もマ ク ロの理 論 もい ち お う成 立 した もの と認 め た 上 で,両 者 の結 合 を 図 ろ

う とす る こ とで あ った。 ミ クロ ・マ ク ロ ・ルー プ とい う主題 の ね らい は,こ れ

とは ちが って,よ り深 く方 法 論 的 で あ る。 ミク ロの 理論,マ クロ の理 論 を い ち

お う暫 定 的 に立 て な けれ ば な らな い と して も,.そ れ は け っ して それ 自体 と して

完 結 す る もので は ない 。 ミク ロの 行 動 仮 説 は,つ ね に マ ク ロ の総 過 程 のあ る特

性 を前 提 と して 導 か れ,そ の よ うな特 性 の持 続 を前 提 と して のみ 有 効 性 を も ち.

得 る もの で あ る。 マ ク ロの 総 過程 は ミクロ 世界 の行 為 の論 理 に注 目す る こ とな

くけ っ して 十 分 に は 説 明 で きな い もの で あ る。 ミク ロ ・マ ク ロ ・ルー プの 存在

は,こ れ らの 結 論 を 強 要 して い る。

鰹 ・ク　 ・・一 ・・　 … 　 　 ・・れ・　 ・・..
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な いか につ い てわ れ わ れ に教 え るば か りで 侭 な い 。 そ れ は ま た,理 論 の分 析 が

.な に を 目指 さ な けれ ぽ な ら ない か を も教 えて い る。

例 を 選択 行 動 に とっ て,話 を進 め よ う。

新 古典 派 の 選択 理論 に は,選 択 の抽 象 段 階 にお け る ひ とつ の誤 解 が あ る。 そ

れ は,ひ とが つ ね に,す べ て の可 能 な選 択 肢 の集 合 の 中か ら,そ の つ ど最 良 の

もの を選 び だ して い る とい う想 定で あ る。 人 間 は た ん な る反 射 機 械 で は な く判

断 す る動 物 で あ る とい う考 え が そ の背 後 に あ る。 しか し,選 択 にか か る負 担 と,

その 選 択 に賭 け られ る 「賞 金 」 とを 考 え る と き,多 くの選 択 は あ る定 型 的 な選

出 手 続 き(A.ウ ォ ル トの い う決定 関数)を 目的 に あわ せ て事 前 に決 め て お き.

必 要 に応 じて そ れ を 適 用 す る,と い う形 の もの に な ら ざ る を え な い1%そ れ は

か な らず し も,明 確 に 記 述 さ れ た 規 則 で は な い。 勘 と して働 くな に も のか で

あ った り,単 純 な対 応 表 で あ った りす るか も しれ ない 。 よ り複 雑 な 形 で は,そ

れ はい くつ か の段 階 に分 か れ た"yesorno"の 判 断 か ら な る二 分 木 を な すbこ

の よ う な選 出手続 き は,た とえ 「最 適 」 な もので な く と も,人 間 に と って 大 切

な知 恵 で あ る。 この よ う な知 恵 を得 るた め に,人 間 は さ ま ざ ま な仮 説 を作 り,

世 界 を錬 解 しよ う とす る。 ミ ク ロ世界 の個 人 が 「小 さ な科 学 者 」 で あ るの は,

人 間が こ う した努 力 をす る存 在 だ か らだ 。 これ らの努 力 の結 果.新 しい 選 出 手

続.きが 見 つ か るか.も しれ ない 。 そ の と き,こ れ ら複 数 の 選 出手 続 きた ち の 間 に

選 択 の 問.題が 生 ず る 。

人 間 の選 択 は2重 構造 に な って い る とい っ て もよい で あ ろ う。 あ る状 況 に お

い て,人 間 はた しか にあ る種 の 選択 をす る。 しか し,そ の選択 は,目 的 と状 況

とに よ っ て決 ま って くるあ る選 出 手続 きの 実行 にす ぎな い。 この選 択 は,手 続

きが所 与て あ るか ぎ り定 型 的 な もの で あ る。 しか し,人 間 は,こ の 選 出手 続 き

そ の もの を 選択 の対 象 と もす る。 これ は可 能 な 行 為 の 直接 的 選択 で は な く,選

出 手 続 き とい う一段 階抽 象 さ れ た もの の選 択 で あ る。

この 過 程 は,一 種 の進 化過 程 と捉 え る こ とが で き る。 この 人 為 淘 汰 の対 象 と

15)判 断のこのような様相については,塩 沢[1998bj.を みよ。
1
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.な る の は,定 型 的 な選 出手 続 きで あ り,個 々 の 選 択 肢 で は な い 。 選 出 手続 きは,

反復 して適 応 可 能で あ り,ま た複 製 可 能 な もの で あ る。 意 識 的 な 選択 は,そ れ

らの 選 出手 続 きの 間 の選 択 で あ る。

こ う して,個 々 の ミク ロ世 界 に現 在 採 痢 され て い る行 動 プ ロ グ ラ ム(選 出手

続 き もそ の ひ とつ)は,経 験 に よ る長 い 検 証 を受 けて い る。 た だ,そ の経 験 は,

何 度 も強調 して きた よ う にマ ク ロの 世 界 か ら独 立 に存在 す る もの で は な い 。 マ

クロ の 総 過 程 の ご く小 さ な一 部 が 切 り取 られ て,あ る個 人 の ミク ロ 世界 を作 っ

て い る 。 そ の 世界 が どの よ うな経 過 をた ど るか は,ミ ク ロの 世 界 内 で は きま ら

な い 。 ミク ロの 世 界 は,(少 な く.とも経 済 で は)そ れ 自 身 で 閉 じて は い な い 。

ミク ロの 世.界を演 出す る の は マ ク ロ の総 過 程 なの だ 。 この.小舞 台 で展 開 さ れ る

ス トー リー が,そ の 内部 に い る個 人 に と っ て は重 要 で あ る。 そ れ が どの よ うに

展 開 さ れ る か に よ っ て,行 動 プ ロ グ ラ ム の意 味 が 変 わ って くる。

ミク ロの 世界 の選 択 過 程 が こ の よ うな も の とす る な ら,そ こ に展 開 され るス

トー リー が 繰 り返 さ れ る もので あ る こ とが ひ とつ の 重 要 な前 提 と な る。 も し,

つ ね に ま った く新 しい ス トー リーが 展 開 され る ので あれ ば,ミ ク ロ世 界 の 人 為

淘 汰 は ま った く無 意 味 な もの とな っ て しま う。

この 繰 り返 しは,さ ま ざ ま な形 で 引 き起 こ され る。 経 済 の諸 事 象 の なか には,

毎 日 ・毎 週 ・毎 月 ・毎 年 とい った よ うに,自 然 の リズ ム を反 映 した社 会 制 度 に

よ って 引 き起 こさ れ る もの もあ る 。経 済 の基 礎 的過 程 で あ る交 換 は,二 人 の 個

人 が あ る商 品 の 売 り手 ・買 い 手 と して しば しば再 登 場 す る こ と に よ っ て,繰.り

返 され る。 しか し,よ り重 要 な 反復 は,マ ク ロ の総 過 程 が 特 定 の ミク ロ世 界 に

引 き起 こす 特 定 の 繰 り返 しで あ る 。 景 気循 環 の よ うに,そ の 間隔 に大 き な ゆ ら

ぎ を もちな が ら も,経 済 の 総 過 程 が 内 生 的 に生 み 出 す時 間パ タ ンは そ の一 例 で

あ る。 長 い 経 験 を もっ た経 営 者 は,い か に好 景 気 とい え ど も,か な らず 次 に

や って くる不 景 気 を 念 頭 に 事 業 を 拡 大 して い る 。景 気 循 環 とい う繰 り返 され る

時 間パ タ ンが 経 営 者 の 行 動 を 規 定 して い る ので あ る 。

ひ とび との 行 動 が この よ うに 繰 り返 さ れ る状 況 に 条件 づ け られ て い る と き,
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そ れ が 持 続 的 な もの で あ る.ため に は,そ の行 動 の有 用 性 を規 定 す るマ ク ロの 総

過 程 は 次 の 性 質 を 満 た す もの で な けれ ば な ら な い。 第 一 に,マ ク ロの 総 過程 が

当 該 の 行 動 を 有 効 に す る状 況 を ミクpの 世界 に繰 り返 し再 現 す る こ と。 第 二 に,

そ の よ うな 状 況 に お い て,当 該 の行 動 の有 用 性 が あ ま り大 き く変 わ らな い こ と。

マ ク ロの 総 過 程 は,あ る幅 を もっ た時 間区 間で 考 る と き,各 行 為 主 体 によ って

採 用 さ れ て い る行 動 に よ っ て生 成 され てい る。 そ れ は,ま た あ る個 人 に よ って

生 き られ る ミク ロ世.界の経 過 を規 定 し,あ る行 為 パ タ ンが持 続 して採 用 さ れ続

け るか ど うか の重 要 な条 件 と な る。 マ ク ロの 総 過 程 は,個.々 の行 為 の 集合 と し

て 存在 す る ば か りで な く,こ の よ う な ルー トを通 して,個 人 の行 動(反 応 ・行

為 パ タ ン)を 規 定 す る も ので もあ る。 この よ うな 関 係 に 注 目す る と き,ミ ク

ロ ・マ クロ ・ル ー プ とい う主 題 は,ミ ク ロか らマ ク ロへ の規 定 関係 と と もに,

マ クロ か ら ミク ロへ の規 定 関 係 を重視 し,そ の よ うな双 方 向 の規 定 関係 が 相 互

に作 りだ した もの と して,い わ ば 両 者 の 「共進 化」 を研 究す べ き こ とを示 唆 す

る 。 ミク ロ ・マ ク ロ ・ルー プ は,理 論 の 始 め 方 につ い て あ るべ き姿 を教 え るば

か りで な く,こ の よ う に理 論 が 向 か うべ き課 題 を も示 唆 す る。.

上 で わ た しは,ミ ク ロiマ ク ロ ・ル ー プ の進 化が ミク ロ の行 動 とマ ク ロの 総

過 程 の あい だ の い わ ば 「共 進 化」 と して生 ま れ て くる とい うイ メ ー ジ を示 した 。

こ の表 現 は,し か し,「 共 進 化 」 の 普 通 の使 い 方 か らす れ ば,誤 解 を招 きか ね

な い も ので あ る。 生 物 学 の 普 通 の使 い方 で は,共 進 化 は二 つ ない しそ れ 以 上 の

種 の 問 に進 行 す る過 程 で あ る。 共 進化 の典 型 的 な例 は,虫 媒 花 と訪 花 昆 虫 の 間

に見 られ る。 そ れ らの 中 に は 進化 の過 程 で 利 用 しあ う相 手 が 特 定 化 され て きて,

.⊃ た が い に特 定 種 の相 手 に頼
って の み存 続 し うる組 み 合 わ せ が み られ る。 制 度 的.

補 完 性 とい った 主題 に お い て は,そ の よ うな関 係 の成 立 過 程 に対 し,複 数種 の

間 の共 進 化 の例 が示 唆 的 で あ ろ う。 ミク ロ ・マ ク ロ ・ルー プ に注 目す る こ とは,

ミク ロの 世 界 に お け る相 互 補 完 的 あ る い は相 互 対 立 的 な行 動 や 制 度.の間 の共 進

化 を認 め な い とい うので は な い。 ミク ロ ・マ ク ロ ・ルー プ とい う主題 は,そ の

よ うな 種 類 の 共 進化 と と もに,ミ ク ロ ・マ ク ロ ・ルー プの存 在 に よ り引 き起 こ
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され る 別 の種 類 の 共 進 化 に も注 目す べ き こ とを 要 請 して い る。 ミク ロ ・マ ク

ロ ・ル ー プの 進 化 は,複 数 の種 の 間 の相 互 依 存 的 な進 化 とい うよ り,む しろ 種

と それ を と りま く環 境 との 問 にお こる種 進 化 と環 境 変 化 の相 互 依 存 的 な複 合 関

係に対比ナべきであろう。そのような過程のもっとも大規模なものは,地 球生

命の初期における藍藻類が炭酸 ガスを同化し,酸 素を放出する中で,次 第に地

球大気を酸素で汚染 し,そ の結果として酸素を利用す る生物が生まれてきた と

いう進化であろう(森 山[1997]第 π章,第 皿章参照)1%.

6社 会学 における ミクロ ・マ クロ ・ループ

経 済 学 を い った ん離 れ て,人 間 の別 の活 動,た と えば 言 語 活 動 に焦 点 を お く

と き,ミ ク ロ世界 は と うぜ ん上 とは異 な る姿 を現 す 。 象 徴 的 相 互 作 用 論 が切 り

出 して み せ るの は,こ の よ うな ミ クロ世 界 で あ る。 エ ス ノ メ ソ ドロ ジ ーは 別 の

ミク ロ世 界 を切 り取 る。解 釈 学 も,直 接 的 に は個 人 の理 解 の枠 組 み と して の ミ

ク ロ 世界 の 分 析 で あ る。 そ れ ぞ れ の接 近 法 に対 応 して再 構 成 され る もの は異 な

るが,そ れ らが それ ぞ れ 独 自の仕 方 で,あ る ミ クロ世 界 を切 り取 っ て い る。

社 会 学 に もマ ク ロ理 論 が あ り,デ ェル ケ ー ム 以来,多 様 な流 れ をふ くむ 強 力

な勢 力 を形 成 してい る。 しか し,社 会 学 で は,ミ ク ロの 世界 を理 解 しよ う とす

る流 れ と,マ ク ロ の構 造 や 変 動 を理 解 し よ う とす る流 れ との 問 に有 機 的 関係 が

生 ま れ なか っ た』 ミク ロ ・マ ク ロ ・リ ン ク とい う主 題 が,こ の よ うな状 況 を部

分 的 に 前提 とす る もので あ る こ と はい う まで も ない 。 マ ク ロ と ミ ク ロ との統 合

に 向 け た 強 い 要 請が あ る に もか か わ らず,社 会 学 にお い て わ た しが考 え る よ う

な ミク ロ ・マ クロ ・ル ー プ 関係 が 注 目 され ない の は,マ ク ロの 規 模 で 捉 え られ

る社 会 的 な もの の存 在 の あ りか たが 経 済 学 が マ ク ロの 世 界 と想 定 す る もの とは

か な り違 って い る た め と考 え られ る。

、6)生 物 学の ミクい マ売 ・ループの類比例 を,み じか なところで考 えるな ら}ま.共 進化よ りも

宿主 と寄生者 の共生 関係 の方が適切か もしれ ない.宿 主 とい う環境 を所与 として,寄 生者は適応

的に進化す るが,そ のよ うな異物 を抱 えこんだ宿主 も適応的 に進化 して、 ときに両者が双方の利.

益 とな るよ うな双利 共生が 成立するこ とがある。石川[1988]参 照。
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ポ パ ー の 「世界 」 概 念 を もちい れ ば,そ の 違 い は,経 済 学 が 主 と して 「世界

1」 の相 互 関連 を 問題 に してい るの に対 し,社 会 学 は 主 と して 「世 界3」 の実

在性 に取 り組 ん で きた こ とに あ るL7)。も ちろ ん,こ れ が か な り概 略 の総 括 で あ

る こ と は間 違 い な い 。経 済 学 の 対 象 と.する マ ク ロ世 界 に も,「 景 況 観 」 と い っ

た,む しろ 「世 界3」 に属 す る要 素 もあ る。 社 会 学 で も,た とえ ば パ レー トの.

い う 「エ リー トの 周 流 」 は,(か れが 正 しい とす れ ば)す くな くと も 「世界3.」

に は分 類 しに くい 社 会 的 事 実 で あ る。 しか し,デ ュル ケ ー ムが 個 人 に外 在 的 に

「物 と して」 存 在 す る と主 張 す る集 合 意 識 や 集 合 表象,社 会潮 流 等 は,世 界1

とい うよ り,世 界3の 契 機 の 強 い もの で あ る 。 この よ うな社 会 的存 在 と して 特

徴 的 な もの は,言 語 で あ ろ う。 そ れ は 個 人 に外 在 的 な もの と して,社.会 的 に存

在 す るが,け っ して 「世界1」 の 存 在 とは い え な い。 マ ク ロ に よ る ミク ロの 規

定 を議 論 す る社 会 学 に お い て,し ば しば言 語 の事 例 が 例 示 され るの は,そ れ が

この よ うな存 在 と して 典 型 的 で あ る か ら だ ろ う。

ミク ロ とマ ク ロの 二 つ の 世界 を立 て る必 要 は,社 会 や 経 済 や 政 治 組 織 が 個 人

の 視 野 の 範 囲 を 超 え て 拡 大 して きた こ と と切 り離 す こ とは で き ない 。 チ ンパ ン

ジー や ゴ リ ラの よ うな霊 長 類 が小 集 団で ほぼ 孤 立 して 生 きて い る と同 じ よ うに,

人 類 が そ の よ うに.小集 団で 孤 立 して生 活 して いた 時 代 が あ る とす れ ば,そ の 時

代 の 社 会 理 論 ・経 済理 論 は,ミ ク ロ と マ ク ロ の区 別 を必 要 と しな か った に違 い

な い 。 さ らに い え ば,そ の よ うな時 代 に は,社 会 理 論 ・経 済 理 論 自体 が必 要 と

さ れ な か った で あ ろ う。 日常 的 な意 識 に よ る世 界 の 解 釈 は,そ の ま まか れ らの

全 世 界 の 理解 とつ なが っ て い ただ ろ うか らで あ る。 経 済 的 交換 の ネ ッ トワー ク

が広 範 に広 が り,族 外 結 婚 の よ う な社 会 関 係 が 拡 大 す る と と もに,行 為 者 自身

の視 野 を 超 え た 関連 や 構 造 が 生 まれ,そ れ が 日常 意識 の理 解す る世 界 と異 な る

仕 組 み の もので あ る こ とが 気 付 か れ た と き,社 会 理 論 が生 ま れ た と考 え る方 が

17)ポ パ ーの 「世界1」,「 世界2」,「 世界3」 につ いては,ポ パ ー([1999]146-157ペ ージ)を 参

照せ よ。 簡単 にい うなら,世 界1は 客観的 ・物質的な世界,i日=界2は 意識 され た世界,世 界3は

数学や理論 など記号 に支持された論理的な存在 としての客観世界 である。
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、適 切 で あ ろ う。

マ ク ロの 世界 は,行 為 者 の行 為 が そ の 直接 の働 きか け対 象 や 意識 の範 囲 を超

え た 明確 な相 互 連 関 を もた な い と きに は,存 在 感 の 乏 しい もの とな る。 当事 者

間 の横 の連 関 が あ って も,第3・ 第4の 行 為 者 に対 す る そ の影 響 が 急 速 に減 衰

す る と きには,マ ク ロの 世 界 は 多 数 の ミク ロ世 界 の集 合 と して 近 似 的 に分解 可

能 な もの とな る。 この と き,マ ク ロ の世 界 を 固有 に考 察 す る こ との 必 然性 は 薄

い もの とな.る。 こ の点 に関 して も,経 済 学 の 対 象 とす る もの と社 会学 の対 象 と

す る もの とあ いだ に は,か な りの 差 異 が あ る と思 わ れ る。

経 済 に お い て は,す で に触 れ た よ うに,あ る個 人 の表 明 した需 要 は,も しそ

れが 購 買 力(貨 幣)の 裏付 け を もつ もの な らば,小 売 店 か ら問 屋 へ,問 屋 か ら

生 産 者 へ と伝 達 され,そ れ は さ らに,一 方で は原 材 料 関連 を通 して他 の 生 産 者

の需 要 と な り,他 方 で は従 業 者 の所 得 を 中 間項 と して 別 の 消 費 需 要 を 生み だす

とい う よ うに,そ の影 響 が 広 が って い く。 そ の 間,商 品在 庫 の増 減 や 購 買 力 行

使 の 延期(貨 幣 の一 時 的保 蔵)と い う形 の調 整 を被 り,ま た金 額 換 算 され たそ

の個 別 の影 響 量 は た びか さ な る分 割 に よ り細 分 化 され て い くが,経 済 全 体 と し

.て の潜 在 的 な需 要 総 量 は一 定 量 を維持 す る。 この意 味 で ,需 要 の 流 通 は,自 然

界 に お け る物 質 の循 環 と類 似 の保 存 関係 が あ る。 これ は経 済 的 交 換 関 係 が,貨

幣 を媒 介 と し,そ の 数量 に よ り規 制 され て い る こ との 反 映 で あ る。

社 会 学 で も,経 済 の交 換 に類 似 の もの と して,社 会 的 交換 が議 論 さ れ て い る 。

拳 た ・斌 プ ラ ウや 　 ル ・ ・は,エ 。ジ ・一 ス の ボ 。ク ・ ・ダ イ ヤ グ 。 ・ を

使 って,ふ た りの当 事 者 の 問 に経 済 的 交換 とは こ とな る.一..種の 自発 的 な交 換 が

発 生 す る理 由 を説 明 して い る 。例 と して は,古 手 職 員 と新 人 と の 問の 助 力 と服

従 の交 換 が あ る。 しか しrこ れ らの 交換 は,貨 幣 と い う媒 体 を もた な い た め に,

第3者 との 関 係 に.発展 しな い 。 したが っ て,こ の よ うな 社 会 的 交換 は,ミ ク ロ

世 界 の 内部 で 説 明 を完 了 し うる も ので あ る。 社 会 的 交換 で も,マ リ ノ フス キ 一

叢.繋鋸 二欝 鵬 な懇 諜 鼎 醗
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ア.ンド諸 島 で は,赤 い 貝 の首 飾 りが 時 計 回 りに,白 い 貝 の 腕 輪 が 反 時 計 回 りた

回 り続 け る。 島民 は,普 通 に は,隣 の島 しか 訪 れ ない 。 ク ラ交 易 は,か れ らの

ミク.ロ世.界を超 え た 明確 な マ クロ構 造 を作 り出 して い る とい う こ とが で きよ う。

しか し,社 会 学 が 問題 とす る交 換 に は,こ の よ うな 「関 係 の 延 長 誘 発 機 構」 を

もつ もの は例 外 的で しか な い。 社 会 学 で の マ ク ロの 構 造 は,し た が って,同 族

関係 や 階層 序 列 の よ うな もので な けれ ば,「 世 界3」 と特 徴 づ け られ る よ うな,

個 人 に超 越 的 な存 在 が 典 型 的 とな る と考 え られ る。

社 会 学 と経 済 学 との違 い は,前 者 に経 済 に 見 られ る よ うな 典 型 的 な ミクロ ・

マ ク ロ ・ル ー プが 存 在 しない とい うこ と にあ るの で は な い 。 ミクロ ・マ クロ ・

ル ー プが 回転 す る場 で あ るマ ク ロの 世.界が,両 者 の 間 で 質 的 に 違 うの で あ る 。

経 済 学 で は,社 会 的 に存 在 す る物 質 の 連 関 を 主 要 な構 造 とす る の に対 し,社 会

学 で は,言 語 に よ る コ ミご ニ ケー シ ョ ンを 主 要 な 相 互作 用 とす る 集 合 的意 識 と

して あ る。 こ う した 違 い が,社 会 学 と経 済 学 にお け る ミクロ ・マ ク ロ ・ル ー プ

を巡 る議 論 の性 格 的 な差 異 を作 りだ して い る の で あ ろ うヨ㌦

vi制 度 論 的 「ミ ク ロ ・マ クロ 。ル ー プ」

ミ ク ロ ・マ ク ロ ・ル ー プ と い う 主 題 を わ た し と は や や 異 な る 視 点 か ら 展 開 し

て い る グ ル ー プ に 植 村 ・磯 谷 ・海 老 塚([ユ997],[1998])が あ る 。 か れ ら は そ

れ を 「制 度 論 的 「ミ ク ロ ・マ ク ロ ・ル ー プ 」」 と表 現 して い る 。 こ の 節 で は,

こ の 「制 度 論 的 「ミ ク ロ ・マ ク ロ ・ル ー プ 」」 を 紹 介 す る 。 そ の 目 的 は 亘 「制 度

論 的 「ミ ク ロ ・マ ク ロ ・ル ー プ 」」 と わ た し の 考 え る ミ ク ロ ・マ ク ロ ・ル ー プ

との 異 同 を 明 ら か に す る と と も に,そ れ に 対 す る わ た し の 見 解 を 明 ら か に す る

こ と.にあ る 。

18)ミ クロ世界 とマ クロ世界の区別は,.ハ ーバーマス 〔[1987]第6章,9-129ペ ー ジ)に お ける生

活世界 とシステム とほぼ並行 する もの と思われ る。ただ,ハ ーバーマ スは,両 者の分断を批判 し

ようとしてい るかにみえる(同 上書,65,69,11.1ペ ー ジな ど〉。 しか し,わ た しの立場か らい う

な ら,大 規模な社会において ミクロの生活世.界とマクロの社会 ・経済 シ.ステムとが乖離ない し分

断す るのは当然の ことであ り,む しろ両者 の問に成立す る双 方向的な規定関係を こそ分析 すべ き

もの と思われ る。 これ らの点 につ いては別 の論文て 主題的 に論 じたい。

塗
噂

.噺
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磯 谷 た ち の研 究 計 画 の 中 に 「ミク ロ ・マ クロ ・ル ー プ」 とい う主 題 が 登 場 す

る の は,わ た しの知 る限 りで は磯 谷 ・植 村[1996】.が 最 初 と思 わ れ る。 そ こで

は この概 念 は 本 文 中 には 現 れ な い が,「 補 論:CIAと 社 会 経 済 シ ス テ ムの 制 度

経 済学 」 のD「 ミク ロー マ ク ロ の相 互 規 定 関 係 の 理 論 化 」 にお い て,CIA(比

較 制 度 分析)に 対 す る 自分 た ちの 立 場(社 会経 済 シス テ ム の制 度 経 済 学 〉 と し

て 「「ミク.ロ ・マ ク ロ ・ル ー プ」(ミ ク ロ主体 の 意識 や 行 為 とマ ク ロ 的 シス テ ム

の 動 態 との 円環 的規 定 関係 。 「ミクロ ・マ クロ ・ル ー プ」 の 概 念 は塩 沢[1995]

に よ る)と い う発 想 を意 識 的 に設 定 す る」 と宣 言 さ れ て い る1%こ の計 画 は,

同 じ表 題 を もつ,つ ぎの植 村 ・磯 谷 ・海.老塚[1997]に お い て展 開 され た。 こ

こで は,わ た しの 「ミク ロ ・マ ク ロ ・ル ー プ」 概 念 とCoriat&Dosi[1996]の

「Bottom-up/Top-down」 と い う 図 式 と を 融 合 さ せ て,「 〈Bottom-up/Top-

down>の ミ ク ロ ・マ ク ロ ・ル ー プ」 と い う 表 題 の も と に,Coriat&Dosi

[1996]の 表2を 修 正 した 表(表 ユ〉 が 掲 げ られ て い る。 そ の説 明 に あ た る 第

3節 の(5)「 ミク ロ ・マ ク ロ の 円 環 的 規 定 関係 と 「制 度 」 の 位 置 」 に は,次

の よ う に書 か れ て い る。 や や 長 い が 引 用 す る。

「「制 度 」 な る もの を媒.介 と した 「ミ ク ロ」 と 「マ ク ロ」 の 間 の 関 係 を 解 明 す

る必 要 が あ る とい う こ とで あ る。 そ こ には,ミ ク ロ主 体 の 意識 や 行 動 とマ ク ロ

的 シ ス テ ム との 円 環 的 規 定 関 係 が 存 在 す る。 まず,「 ミ ク ロ」 か ら 「マ ク ロ」

へ の論 理 は,次 の よ うに な る。 経 済 主 体 の 繰 り返 さ れ る行 動 に よ って制 度 が 再

生 産 され,諸 制 度 の補 完 性 とそ の構 造 効 果,制 度 進化 や 産 業動 態 間 の適 合 性 に

応 じて,マ ク ロの需 要形 成 と生 産 性 上 昇 が 規 定 され,し た が って資 本 蓄 積 の動

.

.
怪

囁

.

　
. 19)磯 谷[1999')で は,Corbt&Dosi[1996]の 表 と無 関係 にわた しの 「ミク.ロ・マ クロ ・ルー.・

プ」が紹介 されてい る。八 木編([1999]100ペ ー ジ)に は,こ の論文 が 「経済学 史学 会年報」

〔第34号,1996年)を 再録 した とあ る。ただ,そ こにおける修 正 シェーマ図がわた しのシェー マ

図における規定 関係 の矢印 と向きが逆転 してい る点には留 意すべ きであろ う。 これは ミクロの行

為 がマク ロの過程 を直接構成す るので はな く,制 度 とい う媒介を通 して影響す るとい う,後 に批

判 する 「考 え」 に接続 してい る。磯谷たちの ミクロ ・マ クロ ・ループに対 する批判 として竹 出茂

夫[1999]が ある.



熱

.鞍
.

.婁.

52.(514)第164巻 第5号

態(マ クロ ・ダイ ナ ミ ック ス)が 生 み 出 さ れ る。 需 要 形成 に 関す る カ レッ キ の

観 点(所 得 分 配 と成 長 の 相 互 規 定 関係)と 生 産性 上 昇 に 関す る カル ドア の観 点

(生産 性 上 昇 と成 長 と の相 互規 定 関 係)が,こ こで 重 要 で あ る 。 ま た,そ こで

は社 会 シ ス テ ム との 適 合 性 も問 題 とな る。次 に.「マ クロ」 か ら 「ミク ロ」 へ は,

景 気 変 動 や 国際 競 争,さ ら に は構造 的危 機 な どの マ クロ経 済環 境 の変 化 が,制

度 の安 定 性 や 個 別 主 体 の意 識 や 行動 に影 響 を与 え る。 た とえば,マ ク ロ経 済 環

境 が 変 化 し,将 来 にわ た る企 業 の成 長 可 能性 が 変 化 す る と,企 業 組 織 内 部 の 労

働.者の 意 識 や 行 動,さ らに 学 習過 程 に影 響 を 与え る。 また,成 長 の ダ イナ ミズ

ム の 減 少 が,財 政危 機 等 を 通 じて 「社 会 統 合 」 の 影 響 を与 え る こ と も あ りう

る。」(植 村 ・磯 谷 ・海老 塚[1997]269-270ペ ー ジ,磯 谷[1999a]46ペ ー ジ。

植 村[19971119ペ ー ジ に も ほぼ 同 文 が 見 られ る。)

こ こで 主張 され て い る こ とは,第W節 ・第V節 で 書 い た こ と,塩 沢[1995]

以 来,わ た しが ミクロ ・マ クロ ・ル ー プ とい う表 題 の も とに 考 え て きた こ と と

ほ とん ど一致 して い る。 ミク ロで 捉 え るべ き は,基 本 的 に 行 為 者 の 視 点 に た っ

て,そ の おか れ て い る状 況 の なか で か れ が み ず か らの 行 為 を どの よ うに 決定 し

て い るか を理 解 す る こ とで あ る。 これ を 「ミク ロ主体 の 意 識 や 行動 」 と要約 す

る こ とは適 切 な表 現 で あ る。 マ ク ロ につ い て,わ た しは そ れ を しば しば 「経 済

の総 過 程 」 と言 い 換 えて きた 。 これ を 「マ ク ロ的 シス テ ム 」 と呼 び 変 え る こ と

も間 違 いで は な い 。 わ た し自 身 が 塩 沢([1995],[1997a])で 「行 動 」 と 「シ

ス テ ム」 とい う対 比 を使 って い る。 「過 程 」 を 強調 す るわ た しの 立 場 か らい え

ば,表1の 中 に書 か れ て い る 「マ ク ロ ・ダイ ナ ミ ック.ス」 とい う表 現 の方 が よ

り適 切 で あ ろ うが,そ れ は 大 きな 問 題 で は な い 。

とこ ろが,そ の.1年9ヵ 月 後 の 植 村 ・磯 谷 ・海 老塚[1998]で は,新 しい 表

現 と して 「制 度 論 的 「ミ ク ロ ・マ クロ ・ルー プ」」 とい う表 題 が 現 れ,ミ ク

ロ ・マ ク ロ ・ル ー プ とい う相 互 的 決 定 関 係 の 内 容 と分 析 視 角 とが が ら っ と変

わ って しま う。 植 村 た ち に と って,こ の改 変 は 「ミク ロ ・マ ク ロ ・ルー プ」 論
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の新 た な 展 開 な の で あ ろ う。 わ た し に は,そ れ は い くつ か の重 要 な点 で 「ミ

ク ロ ・マ ク ロ ・ル「 プ」 とい う主題 を誤 った方 向 に誘 導 してい る も の と思 わ れ

る。

植 村 ・磯 谷 ・海 老 塚[1998]の 「は じめ に」 で は,こ の 本 の 基 本 的 視 角 を

「社 会 経 済 シ ステ ムの 制 度 分析 」 で あ る と宣 言 した上 で,そ の特 徴 を3点 にわ

た っ て紹 介 して い る。 第1に,資 本 主義 は市 場 シス テ ム ・資 本 循 環 と賃 労 働 関

係 との二 重 構 造 に よ って 成 り立 つ シス テ ムで あ る と と。 第2に,さ ま ざ ま な制.

度 が 資 本 主 義 に埋 め 込 まれ て お り,そ れ ら諸 制 度 間 の 「構 造 両 立 性 」 に よ って,

資 本 蓄 積 の ダ イ ナ ミ ッ クスが 規定 され る こ と。 第3に,「 制 度 」 に媒 介 さ れ た

ミ クロ主 体 の 意 識 や 行 動 とマ クロ ・ダイ ナ ミ ック ス と の 円環 的 規 定 関 係 に注 目

し,こ れ を分 析 す るた め に 制 度 論 的 「ミク ロ ・マ ク ロ ・ル ー プ」 論 を示 した こ

と。 この3点 で あ る。 制 度 論 的 「ミクロ ・マ ク ロ.・ル ー プ」 論 は,か れ らの い

う 「社.会経 済 シス テ ム の 制 度分 析 」 の3つ の特 徴 の ひ とつ に数 え られ る中 心 的

な視 点 に 「昇 格 」 して い る 。

第1図.

国■ 番[
制 度 論 的 「ミク ロ ・マ ク ロ ・ルー プ」 とい う主 題 は.各所 に現 れ るが,そ の基

本 的 な概 念 は主 と して海 老 塚 の 執 筆 にな.る序 章 に 示 さ れ て い る。 そ の説 明 に よ

れ ば,社 会化 装 置 と して の制 度 は,2重 の 側 面 を も って い る。 ひ とつ は.入間 を

制 約 ない し拘 束 す る もの と して の 「制.度」 で あ り,も うひ とつ.は 「制 度 」 に

よ っ て社 会 的 「主 体 」 と な る.人間 の 行 為 の 集 合 的結 果 と して の 「制 度 」 のマ ク

ロ 的効 果 あ る い は 「パ フ ォーマ ン ス」 で あ る とい う。 この 第2の 論 点 が 分 か り

に くいが,こ れ を 「図 式 的 に表 現 」 した もの が上 に転 載 した 第 】図 で あ る(植

村 ・磯 谷 ・海 老塚[1998]18ペ ー ジ,図0-2)。 み てす ぐ分 か るよ うに,ミ ク
1詮鯵..

蓄
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ロ の 主 体S(Subject>と マ ク ロ成 果P(Performance)と の 間 に制 度1(ln-

stitutions)が 挟 まれ て い る。

この 図 の意 味 は次 の よ うに説 明 され て い る。Sと1,1とPと の 間 に そ れ ぞ

れ 一 方 か ら他 方 へ 向 きの異 な る矢 印 が 二 本 あ り,そ れ らに番 号 ①,②,③,④

が 割 り振 られ る。 この と き,① は 「制 度 」 に よ って 「主 体 」 が 形 成 さ れ る プ ロ

セ ス を示 す。 ② は,人 々 が 「主 体 」 と して行 為 す る こ とに よ っ て,「 制 度 」 が

維 持 ・再 生 産 され る プ.ロセ ス を示 す 。 ④ は,「 制 度 」 に よ っ て 形 成 さ れ た 諸

「主体 」 に よ る 「制 度 」 の維 持 ・再 生 産 行 為一 プ ロセ.ス② 一 の結 果 と して,

一 定 の 成果 が得 られ る こ とを意 味 す る。 最 後 に,③ は マ ク ロ的 パ フ ォー マ ンス

が 翻 って 「制度 」 の安 定 性 や 制 度 変 化 に 与 え る影 響 を 示 す 。

わ た しの 「ミク ロ ・マ ク ロ ・ル ー プ」 論 と制 度 論 的 「ミク ロ ・マ クロ ・ル ー

プ」論 との 違 い が,こ の説 明 に集 約 され で い る。 制 度 論 的 「ミク ロ ・マ クロ ・

ルー プ」 の 問 題 は,と くに規 定 関 係 ④ に あ る。 わ た しの 「ミク ロ ・マ ク ロ ・

ルー プ」 で は,ミ クロ の諸 行 為 が 相 互 に関 連 しあ って マ クロ の総 過程 を構 成 す.

る。 したが って,海 老 塚 た ち の表 現 を もち い れ ば,SがPを 直接 規定 ・構 成す

る関係 に あ る。 ま た,第V節 に例 で 説 明 した よ うに,経 済 の総 過 程 の特 性Pの

差 異 が,ひ とび との行 動(い い か えれ ば 行 為 の パ タ ン)を 変 え る 。.これ も一 応

は,PがSに 直接 影 響 す る形 に な って い る。 も っ と も,パ タ ン と して捉 え られ

た行 動 は,す で に個 人 の習 慣 あ るい は 社 会 の 慣 習 と して 「制 度」 と呼 べ な い こ

と は な い 。 これ は前 節V-4項 に触 れ た よ う に,考 え られ て い る ミ ク ロ ・マ ク

ロ ・ル ー プの時 間尺 度 を どの くらい の 長 さ と して捉 え る か に も関係 す る。 時 間

尺 度 を長 くとれ ば,行 動 と慣 習 と して の 「制 度 」 とを ほ ぼ 一体 の もの と考 え て,

マ ク ロの総 過 程Pの 影 響 が 「制 度 」1=Sの 行 為 の 変 化 と考 え て もよ い。 しか

し,マ ク ロの総 過 程 の部 分 と して の 個 別 過 程 は,個 々 の個 人 や企 業 の個 別 行 為

や 二者 間 の取 引 と してあ り,そ れ は制 度 の 発 現 で あ る に して も制 度 そ の もので

は な い 。

塩 沢([1995]16ペ ー ジ,[1997b]139ペ ー ジ)の 最 後 に掲 げ た 図 は,こ の
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考 え に基 づ い て 書 か れ て い る。 これ を 第2図 と して 再掲 す る2%こ こで は,行

動 と制 度 とが 同 列 に お か れ,制 度 を ミク ロ 的 な もの と解 釈 す る こ とが 暗 示 され

て い る。 しか し,こ の よ うに 図 示 す る こ とがで きるか ら とい って,マ ク ロ過 程

の 効 果Pが か な らず 制 度1に 作 用 し,そ の 結果 と して ミ クロ主 体Sの 行 為 を変

.化 させ るわ けで もない 。 た と えば,個 別 主 体 の ひ とつで あ る,あ る.企業 を とっ

てみ れ ば,そ の企 業 に表 明 され る需 要 の 多 寡 が 企 業 の 生 産量 を決 定 す る主 要 な

要 因(.ス ラ ッフ ァに よ る有 効 需 要 の 原 理)で あ る。 この 需 要 は マ ク 『の総 過 程

の結 果 と して個 別 企 業 に現 れ る。 そ の 数 量 は企 業 に よ り直接 把握 さ れ,そ の 変

ぎ ・..化 へ の調 節 と して ミク ロ主 体 の生 産 量 決 定 が あ る。 ミク ロの 主 体 に と って,す

べ て は ミク ロの 世界 の な かで 起 こる。 生 産 量 決 定 は,企 業 に表 明 され る需 要 量

とい う ミク ロの 変 数 に対 し,あ る定 型 的 な反 応 と して,も うひ とつ の ミク ロ変

.1象..数
で あ る生 産 量 を決 め る とい う行 動 で あ る。

この と き,取 るべ き行 動 や そ れ を 定 め る規 則 が ミク ロの世 界,マ クロ の世 界

と ど の よ うな 関 係 に あ る か が 問 題 に な る。 規 則 が ひ とび と に共 有 さ れ た 「命

令 」 と して あ る とい う意 味 で は,そ れ はす くな くと も物 質 的 な ミク ロ世 界 に も

マ ク ロ世 界 に も属 さ な い。 あ え てい えば,ミ ク ロ世 界 の 一部 と して の ひ とび と

の観 念 の 世 界 にあ り,そ の 限 りで ミ クロ 的.存在 で あ る。 しか し,制 度 には 「社

会 的 な強 制 」 と もい うべ きマ ク ロの側 面 が あ る こ と も否 定 で き ない 。 そ れ は 賞

罰 の付 加 に よ る強 制 ば か りで な く,規 則 な どの意 味 のや り取 りを介 して 多 くの.

主体 に共 有 され る 「当 為 」 と して 現 れ る こ とが あ る。 それ は ポ パ ー のい う 「世

界3」 に 属す る もの と して,ヤ ク ロ的 な もの と もい え よ う。本 論 文 は,制 度 の

20)第 ε図は,あ ま り深 く検討す ることな く書いた図式であ り,以 下の議 論か らも分か る通 り,厳

密 に考 える と必ず しも適切で ない点があ る.た とえば,制 度 を媒介 としないPか らSへ の規定関

係 が有 り得 ることについて,こ の図は誤解 を生みか ねない。 この図が磯谷[/999,]の シ ェーマ

図 とな り,そ れが修 正され て制度 論的 「.ミクロ ・マタロ ・ルー プ」の図式(第1図.}が 生まれた

ド.と い う経路が考え られる。 もしそのような流れが あった とすれば,第2図 はなおさ ら不適 切 とい』.『.

うべ きか もしれない。なお,磯 谷[1999,]の シェーマ図 の規定.関係の 方向が逆転 してい る こと

は脚注19)に 指摘 した。表現 として も,「行動1と 「行為」 とを正確 に区別す るな ら,制 度を定型

行動 〔のざ タン1と 見る ときには,図 の 「行動」 は厳密 には 「主体 の行為」 などと表現すべ きでπ き7
あろう.「 システム」 とい う表現 も不注意で.い まな ら 「総過程」 と書 くにちがいない。



渚
蜜
霧
畢

田

{

～灘
羅
　

56(518)..第164巻 第5号

議 論 を主 目 的 とす る もの で は な く,「 制 度 とは な にか 」 を主 題 的 に展 開 す る こ

とは で きな い21}。「制 度 」 を どの よ うに理 解 す る に せ よ,経 済 の 総 過 程 が 制 度

に よ り直接 的 に生 成 さ れ る と考 え る こ と は難 しい 。 そ れ は か な らず 個 人や 組 織

の行 為 に 表現 さ れ て マ ク ロ の世 界 に関 係 す る。 制 度 が 自己展 開 して い く過 程 こ

そ が経 済 の総 過 程 で あ る.とい う の は,観 念 の 自己 展 開 を主 張 した ヘ ー ゲ ル的 な

譬 え と して理 解 で き な い こ と は ない が,そ れ が個 人や 企 業 の行 為 や 行 動 を媒 介

と して現 れ る過 程 のだ い ぶ 省 略 され た 表 現 で あ る こ とは否 め な い。 しか し,第

2図 も,制 度 が ミク ロ の世 界 に属 す る半 面 を もつ と同 時 に,マ ク ロ 的 な存 在 と

して の 半面 を もつ こ と を十 分 表 示 で きて い る とは い え な い。

第2図

行動 制度

L_。 艮。。一

海 老 塚 た ち の 制 度 論 的 「ミ ク ロ ・マ ク ロ.・ル ー プ」 で は,「 制 度 」 が 文 字 通

り中 心 にお か れ て い る 。 ミ クロ とマ クロ の規 定 関 係 も.,す べ て 「制度 」 を媒 介

とす る形 に書 き換 え られ て い る。 それ に よ り,第2図 の 非対 称 な 図が 左 右 対 称.

の 第1図 と描 け る こ とに な る。 しか し,海 老塚 の表 現か ら も分 か る よ うに,1

か らPへ 向 か う規 定 関係 ④ は,「 「制 度 」 に よ って 形 成 さ れ た諸 「主 体 」 に よ る

「制 度」 の維 持 ・再 生 産 行 為一 プ ロセ ス② 一 一 の結 果 と して」 得 られ るマ ク

ロ的効 果 す な わ ち あ るい はパ フ ォー マ ン スPで あ る。 海 老 塚 の この説 明 は的 確

で あ る。 ④ に おい て は,規 定 闘係 は1か ら直接Pに 向か うの で な く,1がSの

行 為 を決 め る結 果 と して.,間 接 的 に1がPを 規 定 してい る。 つ ま り,そ れ は

S 1 P

21)「 制度」 と...一[にいっても,そ の中 には,つ うじようさまざまな種類の ものが 含まれている。

塩沢 巨996]は,制 度 と して定型行動,機 関,秩 序形成者の3つ の典型を押 さえることを提案 し

ている。
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と表 現 しな けれ ば な らな い もの で あ る 、 これ は 海老 塚 ら の制 度 論 的 「ミク ロ ・

マ クロ ・ル ー プ」 図 式 の 小 さ な ほ ころ び で あ る 。 しか し,制 度 と ミク ロ ・マ ク

ロ ・ル ー プの 理 論 的 関 係 を 考 え な お す ひ とつ の重 要 な手 掛 か りが こ こ にあ る。

む しろ ミ クロ主 体 とマ ク ロの 経 済 成 果 の 間 に よ り直 接 的 な 関係 が あ り,制 度 は

そ の背 景 にあ る もの で は な い か とい う疑 問 が こ こか ら生 まれ る。

図 式 はむ しろ 反 対 の 印 象 を 与 え る 。 第1図 で は 「ミク ロ的 主 体 の 意 識 や 行 動

とマ ク ロ ・ダ イナ ミ ックス との 円 環 的規 定 関係 」 は む しろ背 景 に退 い て し まい,

制 度 と主 体,制 度 と成 果 とい う関係 が表 面 に 出 て くる。 た と えば,そ れ は,ミ

ク ロ とマ ク ロの 関係 が つ ね に 制度 を媒 介 とす る もの とい う印 象 を生 む 。 海 老塚

た ちは,制 度 を 中 心 と して,.ミ ク ロ とマ ク ロが それ ぞ れ 制 度 と取 り結 ぶ 関 係 に

よ って,ミ ク ロ ・マ クロ ・ル ー プが 成 立 す るか に考 えて い る よ うだ 。 そ こか ら

は,こ とな る制 度 に は こ とな るSお よ びPが 対 応 す る とい う主 張 しか で て こな

い 。 「図式 の 分 析 用 具 と して の ポ イ ン ト」 の 第2に 次 の説 明 が あ る の は,そ の

こ とを 裏 付 け て い る 。

「ミク ロ 「主体 」 の行 為 とマ ク ロ ・パ フ ォー マ ン ス は,必 ず し も.....一対 一 に対

応 して い る わ け で は な い。 両 者 の 間 に は,「 制 度 」 とい う媒 介 が 存 在 して い る。

この た め,マ クロ ・パ フ ォー マ ンスが いか に 変 化 し よ う と も,「 制 度 」 を変 化

さ せ る もの で な いか ぎ り,「 主 体 」 の行 動 パ ター ンは 同...'であ り続 け る こ とが

あ る 。 ま た,ミ ク ロ 「主 体 」 の行 為 が 同一 で あ ろ う と も,他 の諸 「主 体 」 あ る

い は 「制度 」.のあ り方 い か ん に よ って は,同...一の パ フ ォー マ ンス を上 げ られ な

い場 合 も存 在 す る。」(植 村 ・磯 谷 ・海 老塚[1998]20ペ ー ジ〉

海老 塚 が 言 っ て い.るの は,制 度 が お な じで あ れ ば お な じ行 動 が 従 い,制 度 が

違 え ば違 うマ ク ロ成 果 が 生 まれ る とい う関 係 で あ る。 この指 摘 と論理 的 に両 立

し,か つ 制 度 と ミク ロ ・マ ク ロ ・ルー プの 関係 を 明 らか にす る の は,こ とな る

制度 に は こ と な る ミク ロ ・マ ク ロ ・ル ー プS-Pが 対 応 す る とい う主 張 で あ る。

しか し,ミ ク ロ ・マ ク ロ ・ルー プの 重 要 な 点 は,そ の点 に あ る ので は ない 。 制

度 が こ と なれ ば,行 為 主 体 の お な じ行 為 が 異 な る経 済成.果を生 む。 こ の こ とは,
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新 古 典 派 も否 定 しな い で あ ろ う。 どん な制 度 を考 え て い るか に もよ るが,た と

えば 税 制 の よ うな もの を 考 え る ので あ れ ば,個 別 主 体 の反 応 が 同 じで あ って も,

税 制 が 異 なれ ば 別 の 行 為 を 誘発 し,そ れ が別 の マ ク ロ成 果 を生 む。 この こ と に

す こ しの 不 思 議 もな い 。 制 度 が 異 な れ ば,ル ー プS-Pの 対 が 違 っ た も の に な

る とい う主 張 は,制 度 が 行 為 を 決 定 す る とい う方 法 論 的全 体 主 義(な い しは制

度 を物 象 とみ る見 方)と も対 立 す る もの で もな い 。

ミク ロ ・マ ク ロ ・ル ー プで 注 目 しな け れ ば な ら な い の は,し か し,こ うい う

関係 で は ない 。 そ れ で は,方 法 論 的 個 人 主義 に も方法 論 的 全体 主義 に も対 決 す

る こ とはで きない 。 そ うで は な くて,お な じ制度 の も とに おい て も,ミ ク ロ と

マ クロの 相 互 関 係 に よ って は,異 な る ル ー プ が 出現 す る こ とが 重 要 な ので あ る。

た とえば,第V節 で 示 した 第2の 例 は,短 期 の 同 じ制 度 の も とで も,値 上 が り

期 待 と実 際 の 値 上 が りとい うル ー プ と値 下 が り期 待 と実際 の値 下 げ とい う相 反

す る二 つ の組 合 わ せ が 有 り得 る こ とを 示 して い る 。 こ の よ うな可 能 性 に は,植

村 も気 が つ い てい る。 第W章 脚 注11)に お い て,植 村 は 「現 実 の物 価 ヒ昇 率 」

と 「期 待 物 価 上 昇 率 」 との 間 に 「一 種 の 「ミ ク ロ ・マ ク ロ ・ルー プ」」 が 成 立

す る と注 意 してい る(植 村 ・磯 谷 ・海 老塚[1998]233ペ ー ジ)。 こ の ミ.クロ ・

マ ク ロ ・ルー プが 「一 種 の」 と形 容 さ れ て い て,「 制 度 論 的」 と呼 ば れ てい な

い こ とは示 唆 的で あ る。 この よ うな 短期 の状 況 で は,制 度 が変 化 して ル ー プが

分 岐 す る ので は ない 。 お な じ制 度 の も とで,2種 類 以 上 の 異 な る ル ー プが 成 立

す る。 したが って,こ の よ うな ミク ロ ・マ ク ロ ・ル ー プ を 「制 度論 的」 と表 現

す る こ とはで きなか った の で あ ろ う。

ミク ロ ・マ ク ロ ・ルー プ を第1図 の よ うに 図 式 化 して考 え た結 果,植 村 ・磯

谷 ・海 老 塚[19981は ミク ロ ・マ ク ロ ・ルー プ とい う円環 的規 定 関係 を た だ し

く主 題 化 で きてい ない 。 ミク ロ ・マ ク ロ ・ル ー プ とい う主 題 を掲 げ な が ら,む

しろ方 法 論 的全 体 主 義 の伝 統 に後 退 して しま って い る 気 味 が あ る 。

そ の ひ とつ は,制 度 をい わ ば 「物 象 」 と して扱 って い る こ とで あ る 。 この考

えは社 会 的事 実 を 「もの」 と して 見 な けれ ば な らな い とい うデ ュル ケ ー ム の主 纏

▼
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張 に合 致 す る。 制 度 に その よ う な半 面 が あ る こ と.をわ た し も否 定 しない 。 しか

し,制 度 を あた か もそ れ 自体 と して現 象す る存 在 と考 え て しま った 結 果,海 老

塚 らの議 論 は方 法 論 的全 体 主 義 の 引力 圏 内 に引 き込 まれ て しま って い る。

これ は単 に形 而 上 学 的 な存 在 規 定 の 問題 で は ない 。 制 度 が 参 加 着 た ちの 選 択

の対 象 で もあ る とい う もう ひ とつ の'卜面 を 見失 って しま った た め,海 老 塚 た ち

膿.は 制度をミクロの主体の意識水準 において分析す る契機を失っている。その

.奮 ・制度頒 賭 ・… 意図・反 … 制度・よる・明… あ・て・,

.デ 制度がどのように維持 ・再生産されていくか という分析つまり 「制度を説明す

薫 る分析」にはなっていない。主体Sと.制 度1と の 「相互規定的な円環関係」に

轟驚 媒潔 誓饗 曽欝1、雰欝 灘 饗 瓢

1
行 動 す るの か,な ぜ そ の よ うな多 層 的 調 整 を行 わ ざ る を えな い の か,説 明 して

い な い 。説 明 しよ う と してい ない のか,説 明 で きな い の か 。 判 断 は微 妙 で あ る

難 が総 轄 鶴 ・一 ・理説 一 をなす・・… ・1.
ク ロ ・マ クロ連 接 領 域 」 の 設 定 が あ る。 コ リ アた ち の 影 響 の も とに,植 村 た ち

纏 は,ミ ク ・の 世 界 と も 繍 の 総 過 程 と 繰 な る もの と して ・ 「ミク ・ と マ ク

ロの 中 間領 域 」=「 メ ゾ領 域 」 を 設 定 す るDわ た しの ミクロ ・マ ク ロ ・ル ー プ

で は,ミ ク ロめ 世 界 は行 為 主 体 の 視 野 と働 きか け の範 囲 内 に 限定 され てい る。

肇 行為主体ない・当事者・視野耀 え紛 析は,す べて齢 的・輔 成され・は

…}じ めて わ れ わ れ に見 え て くる もの で あ る 。 そ の意 味 で,わ た しに と っ て それ は

マ ク ロ分 析 に 属 す る。 植 村 た ち が,こ の 中 間 領 域 を どの よ うな意 味 で 「中 間

的 」 と呼 ぶ の か 説 明 が な い 。 か れ らは この領 域 を特 別 に重 視 して,こ の 領 域 こ

そが か れ らの 「制 度 分析 」 の 主 た る分 析 対 象 で あ り,か れ ら の分 析 は 「メ ゾ分

析 」 と特 徴 付 け られ る とい う。 も し,な ん らか の理 由 に よ って,こ の よ うな 領

域 を ミク ロ ・マ クロ ・ル ー プ とい う関係 に おい てで な く,ひ とつ の 固 有 の 分析

対 象 と して 設 定 で きる な ら,ミ ク ロ ・マ ク ロ ・ルー プ とい う主 題 は,じ つ は 不
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要 の はず で あ る。

こ の領 域 の分 析 対 象 と し ては 次 の5項 目が挙 げ られ て い る。

技 術 パ ラ ダ イ ム

市 場

企 業 間 関係

集 団 的行 動 と コ ン フ リ ク ト.

.企 業 組 織 とイ ノベ ー シ ョン

と こ ろが,植 村 ・磯 谷 ・海 老 塚[19981で は,こ れ らは実 質 的 に は ほ とん ど

分 析 され て い ない 。 多 くは,他 の経 済 学 著 た ち の 主張 の紹 介 に終 わ っ て い る。

企 業 間 関係 につ い て は,索 引 に も現 れ な い 。 唯 一,実 質 的 な分 析 とい え るの は,

第4章1の ω の① 「商 品 市 場 の 動 態 と競 争過 程 に よ る調 整(1)」 で あ る(植 村 ・

磯 谷 ・海 老 塚[19987154-162ペ ー ジ)。 これ は 「市 場 」 とい う ミ クロ ・マ ク ロ

連 接 領 域 に お いて,.ど の よ うな 調 整 が行 わ れ るか のか な り長 い 記 述 で あ る。 こ

こで は,価 格 調 整 と数 量 調 整,在 庫 調 整 と稼 働 率 調 整 ・資 本 ス トッ ク調 整,雇

用 調 整,さ ら に は 「技 術 の 移 行 過程 」 に よる 調 整 まで が 語 られ て い る。 多種 類

の調 整 に触 れ てい るが,そ れ らの 「重層 的 な調 整 」 が いか な る場 合 に切 り替 え

られ る のか,そ れ は ミク ロの 主 体 の どの よ うな判 断 な のか,と い う考 察 を欠 い

てい る。.さま ざ ま な調 整 が 事 実 と して語 られ て い る の みで,行 為 者 視 点 ない し

当事 者視 点 に た っ た分 析 が な さ れ て い な い?z7。重 層 的 な調 整 とい う標 語 が 先 行

し,そ の視 点 の重 要 さが 強 調 さ れ て い る 。 そ れ は い い のだ が,な ぜ この よ う な

22)植 村た ちは,在 庫調整 と稼働 率調整と資 本ス トック調整 とが 「タイムスパ ン.に応 じて多段 階的

構造を なしてい る」 と注意 している(植 村 ・磯谷 ・海老塚[1998]159ペ ージ)。 しか し,こ の よ

うな多種類の調整が各 企業に表明される需 要のゆ らぎの特性 に依存す ることを見ていなし㌔ この

点 については,塩 沢([1990】 第1章 の第3節 ・第4節,12-23ペ ージ)を 参照せ よ。 ここでわた

しは企業が在庫 ・稼働 率 ・生産容量(資 本 ス ト7ク の生産可能量)と い う需要変動 に対応す る3

つの変数 をどう使い分けて調節 しているか,概 略 の議論 を提示 してい る。西部[1996],[1998]

には,よ り詳 しい展開がある.,寡 占.企業の.製品価格 につい て も,植 村 ・磯谷.・海老塚[1998]は,

それが 「マー クアップ原理」 によ り決定され ると述べ るだ けで ある。で は,そ のマー クア ップ率

は競争の なかで どの ように決められ るか。 こう した点 に関す る分析が一切され ていない.こ の点

について は,塩 沢[1984]を 見ホD

1
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重 層 的 な調 整 が な され るの か,こ とな る調 整 の 間 の 関係 は いか な る ものか 。 こ

う した考 察 が 欠 けて い る。

分 析 に お け る こ う した 欠 落 は,植 村 ・磯 谷 ・海 老 塚 口998]が ミク ロ ・マ ク

ロ ・ルー プ とい う主題 と ミク ロ ・マ ク ロ連 接 領.域 とを安 易 に結 び付 けた 結 果 で

あ ろ う。 か れ らは 価格 や諸 種 の 数量 の調 節 が いか に な され るか につ い て,当 事

者 た ちの 行 為 を分 析す べ き と ころ を,ミ クロ ・マ ク ロ連 接 領 域 が あ た か も 「も

の 」 と して 存 在 し,そ の よ うな もの と して分 析 で きるか に誤 解 して い る。 ミク

ロ ・マ ク ロ ・ルー プ と ミ ク ロ ・マ ク ロ連 接 領 域 とい う用 語 は,こ とば の 発 想 は

lilた が い に よ くに て い る 。 しか し,だ か ら一 方 を他 方 に置 き換 え られ る と思 うの

は間 違 い で あ る。 ミク白 ・マ ク ロ ・ル ー プ とい う主 題 と ミク ロ ・マ ク ロ連 接 領

域 とい う対 象 とは,じ つ は方 法 論 的 に は似 て非 な る もの で あ る。

わ た し は 「制 度 分 析 」 を放 棄 せ よ と提 案 して い るの.でば な い 。 わ た しが 磯

谷 ・植 村 ・海 老 塚 の3人 に提 案 した い の は,ミ ク ロ ・マ ク ロ ・ル ー プ とい う主

題 に そ っ て制 度 分 析 の理 論 枠 組 み を組 直 す こ とで あ る。 そ の た め に は,ま ず

「制 度 」 とは な にか につ い て議 論 しな けれ ば な らな い。 しか し,上 に も述 べ た

よ うに,こ こ は 「制 度」 を 主題 と して議 論 す る場 で は ない 。 以 下 は,ご く簡 略

な ス ケ ッチ にす ぎな い。.

海 老塚 た ち は,制 度 を 「人 々 を特 定 の思 考 習 慣 ・行 動 に誘 導 す る社 会 的 「装

置 」 で あ る と考 え る」(植 村 ・磯 谷 ・海.老塚[1998]18ペ ー ジ)。 これ は ヴ ェブ

ン ンの 定義 を受 け て ポ ジ ソ ンが 修 正 した 「伝 統,慣 習 な い し法 的 制 約 に よ って,

痔 続 的 か つ 定 型 化 さ れ た 行 動 パ タ ー ンを作 り出 す 傾 向 の あ る社 会 的 組織 」(ポ

ジ ソ ン[1997]9ペ ー ジ〉 とい う定 義 を さ ら に修 正 した もの で あ る。 「社 会 組

織」 を 「社 会 的 「装 景 」」 と変 えた と ころが 海老 塚 た ち の主 た る工 夫 で あ る。

海老 塚 た ち は,.こ の よ うな 「諸 「制 度 」 が 時 間 的 に も空 間 的 に も重 層 的 に入 れ

子 構 造 を形 成 して い るた め に,・そ こか ら生 み 出 さ れ る調 整 作 用 も重 層 的 な もの

臨 とな る」 と考 え て い る(植 村 ・磯 谷 ・海 老 塚[1998]18ペ ー ジ〉。 この よ う に

い う とき,こ の 調 整 には,在 庫 調 整 や 稼働 率 調 整,資 本 ス トック調 整 も含 め て
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考 え られ てい るの だ ろ うか 。 も しそ う とす る と,「 社 会 的 「装 置」」 な い し 「社

会 化 装.置」 とい う表 現 が 問題 とな る。 なぜ な ら,こ れ らの 定 型 的 行 動 は,社 会

の さ ま ざ ま な とこ ろで広 く用 い られ て い る とい って も,企 業 が そ れ ら を採 用 す

る よ うな社 会 的 な力 が働 い て い る訳 で は な い。 需 要 のゆ ら ぎ に対 して 在 庫 調 整

で 対 応 す べ きか,稼 働 率 調整 で対 応 す べ きか,ま た どの よ うな方 式 に よ り調 整

量 を算 出す るか は,社 会 が 定 め る制 度 で は ない 。 そ れ ら は会 社 の 事 情 に合 わ せ

て取 捨 選 択 され る もの で あ る。 そ れ らは社 会 的知 識 と して 存 在 して い るか も し

れ な い。 だが,そ れ ら は個 々の企 業 の 当事 者 た ちが 取 捨 選 択 し うる定 型 で あ り,

そ のか ぎ りで ミク ロの 世界 を構 成 す る もので あ る。

簡 単 に い え ば,制 度 は,ミ ク ロ世界 に秩 序 を 与え,そ こで の 行 為 を導 くもの

と して存 在 す る。 貨 幣 や 所 有 権 とい った制 度 は,ミ ク ロ の世 界 の 行 為 者 た ち の

行 為(た とえば,交 換)を 可 能 にす る と と もに,そ の範 囲 を制 約 す る もの で も

あ る。 この意 味 で,制 度 は,行 為 に可 能性 を与 え る もの で あ る とと もに,そ の

制 約 で もあ る。 企 業 が お こ な う さま ざ ま な調 整 の 中 に は,単 に習 慣 と しか 呼 び

え な い もの の他,社 会 の慣 習 や協 定 な い しは立 法 に よ る調 整 もあ る。 そ の よ う

な もの を含 め て,習 慣 や 制 度 は,ま ず ミク ロの世 界 に お け る規 範 で あ り,行 動

の定 型 を与 え る もので あ る。 制 度 は,マ ク ロの総 過 程 に働 く もの で も,マ ク ロ

と ミ クロ の 中 間領 域 に働 く もの で もな く,ミ クロ の世 界 の行 為 の 諸 前 提 と して

あ る 。比 喩 的 な表 現 を と る な らば,そ れ は ミ クロ の行 為 の場 を作 りだ す 。

もち ろ ん,制 度 の分 析 を ひ とつ の ミク ロ 世界 の話 に限 定 す る こ とはで きな い 。

制度 に は,個 人 の習 慣 や 癖,あ るい は個 別 企 業 が任 意 に選 び とった 調 整 規 則 や

処理 規 則 な ど とは異 な る社 会 的 な もの.として の存 在 もあ る。 法 律 な どで あ れ ば,

あ る種 類 の行 為 が 社.会全 体 に禁 じられ た り,あ る種 類 の行 為 を行 うこ とが 強 制

さ れ る。法 律 の よ うな社 会 の明確 な規 約 で な くて.も,社 会 に は さ まざ まな 慣 習

が あ る。 取 引 上 の慣 習 は,法 律 で 定 め られ て い な い もので も,そ れ を受 け入 れ

て取 引す る こ とが,一 定 の 取 引 共 同体 に お い て は事 実.ヒ(つ ま り取 引 を円 滑 に

成立 させ る た め に)強 制 され て い.る。 これ は,ミ クロか マ ク ロか とい う分 類 で
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い えば,萌 確 にマ ク ロに 属 す る 事 象 で あ る。 ただ,そ れ が 属 す るマ ク ロ世 界 は,

経 済 行 為 が 引 き起 こす 効 果 が 相 互 に 関係 して作 りだ さ れ る,い わ ゆ る経 済 の総

過 程 で は ない 。 そ れ は社 会 的 な 広 が りを もつ規 範 で あ り観 念 的 強制 で あ る。 こ

の よ うな慣 習 や 規 則 は,ミ ク ロの 主 体 に と って は,社 会 とか取 引 共 同体 とい.う

マ ク ロの 世界 が 押 し付 け{く る もの と レて 現 れ る。 こ こに,制 度 の 特殊 な次 元

が あ る。

社 会 的 な行 為 に お い て は,こ め よ うな強 制 は,い わ ば 「規 範 世 界 」 を 共 有 す.

る こ と.によ って働 くこ とが 多 い。 これ に対 し,経 済 的 行 為 にお い て は,強 制 は,

よ り実 利 的 な次 元 で働 く。 異 な る文 化 共 同体 に属 す る二 者 の 間 に も,取 引 関 係

を通 して,共 通 の 慣 習 ・慣 行 を受容 す るよ う圧 力 が 働 く。 あ る個 人 が あ る慣 行

を受 け 入れ ない 場 合,そ れ を受 け入 れ る.集団 か ら取 引 拒 否 とい う制 裁 を受 け る

こ とが あ る 。取 引 の ネ ッ トワ ー ク は ミク ロ世 界 を越 え て 世 界大 に広 が って い る

た め,商 習慣 は領 域 的 に拡 大 す る傾 向 が あ る。 お な じ場 面 で も地域 に よ って用

い られ る習慣 が 異 な る と きに は,境 界 に おい て 慣 習 間の競 合 が 起 こ る。制 度 と

制 度 変 化 を議 論 す る には,個 別 の ミクロ世 界 に お け る分 析 と とも に,こ の よ う

な マ ク ロの 連 関 の な か で,制 度や 制度 群 が どの よ うな圧 力 の場 に おか れ るか 考

察 す る必 要 が あ る。 しか し,こ れ は 「ミ ク ロ主 体 の意 識 や 行 動 とマ ク ロ的 シ ス

..鼠 テ ム と の 円環 的 規 定 関 係 」 つ ま り ミク 臣 妙Pリ レー プ とい う主 題 に 撤'て

中心 的 に議 論 す べ き もの か ら はや や 外 れ た 話題 で あ ろ う。す くな く と も,そ れ

は 「ミクロ の主 体 」 と 「マ ク ロ ・ダ イ ナ ミ ック ス」 との 間 の ミ ク ロ ・マ クロ ・

ル ー プ の 中 心 的話 題 で は ない 。 そ の よ う な話 題 が 重 要 で な い とい うの で は な い。

そ の よ うな考 察 の前 に(あ るい は それ を 前提 に して),ミ ク ロ ・マ クロ ・ル ー:.

き、 プ と して 分 析 しな け れ ば な ら な い の は,ミ ク ロ の行 為 世 界 とマ ク ロの 世界 的連

関 の 相 互 規 定 か ら どの よ うな経 済過 程 が 出現 す るか とい う問 題 で あ る。

そ の よ うな1議論 に お い て,制 度 や慣 習 は重 要 な役 割 を果 た す 。 ミク ロ,マ ク

ロ を問 わ ず 経 済 の 諸 過 程 は,制 度 や慣 習 の他,投 入 ・産 出 関係 や 設 備 の耐 久 性,

.技 術 の代 替 関係,ひ とび との 欲 求,相 対 価 格,な ど多 くの 関係 に条 件 づ け られ
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て 進 行 す る。 い ま,経 済 の諸 過 程 にお け る相 互作 用 を総 称 して 「経 済 メカ ニ.ズ

ム」 と呼 ぶ こ とに す れ ば,経 済 メ カ.ニズ ム は一 連 の経 済行 為が 個 々 の ミク ロ世

界 を越 えて 相 互 に どの よ うな影 響 を もた らす か とい う構 造 を作 りだす もの とい

え る。 一 口 に制 度 とい っ て も,そ の内 実 は多 様 で あ る。社 会 的 な行 動 習 慣 に過

ぎ ない もの か ら,貨 幣や 所 有 権 の よ うに経 済 メ カニ ズ ムを規 定 す る もの まで あ

る。 経 済 過 程 の な か で,そ れ らが 選 択 の対 象 に な った り,紛 争 の解 決 手段 と し

て 尊 人 され た りす る。

ミク ロ ・マ ク ロ ・ルー プ とい う主 題 と,そ れ ら制度 的 な もの との 関係 を 図示

す る とす れ ば,

とい った 形 に な るだ ろ う。制 度 を含 む経 済 メ カ ニ ズ ムは,ま ず 主体 の行.為 とマ

ク ロの 総 過 程 とが 展 開 さ れ る場 を用 意 す る もの と して あ る。所 与 の 制 度 や経 済

メ カ ニ ズ ムの 巾で,経 済 過程 が どの よ うに進 行 す るか 。 わ れ わ れ に必 要 な もの

は,ま ず そ の 分 析 理 論 で あ る。.

こ うい つた と して も,Sと1と の 問 の相 互 的 な関 係 をわ た しが 否 定 しよ う と.

い うので ほ ない 。 諸 制 度 の 組 み合 わせ の111で,総 過 程 を含 む経 済 の 諸 過程 が 進

行 し,そ の 結 果 と して,行 為 者か らみ た現 存 の制 度 に関 す るあ る評 価 が 生 ま れ

る。 制 度 が 行 為 者 をあ る行 為 に誘 導 す る一 方,制 度 自身 もこの 評価 に基 づ い て

選 びだ され る とい う関係 が あ る。 行動 の進 化 な い し共 進 化 とい った 主 題 にお い

て は,す で に第V節V-5項 に示 唆 した よ うに,こ の よ う な相 互 関 係 が 考 察 の

対 象 と な る。 これ は制 度 の 誘 導 と選択 とい う主 題 もまた ミク ロ ・マ ク ロ ・ルー

プ とい う枠 組 み の 中で 分 析 す べ き こ とを示 唆 して い る。
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第W節 で は,お な じ制度 や 経 済機 構 にお い て,異 な る ミクロ ・マ ク ロ ・ルー

プが 現 れ うる こ とを強 調 した。 ミク ロ ・マ ク ロ ・ルー プが,ミ クロへ の還 元 主

義,あ るい は お な じ こ とで ミク ロか らの 構 成 主 義 を主張 す る方法 論 的個 人 主 義

に対 す る ア ンチ ・テ ー ゼで あ る ため に は,こ の 指摘 は重 要 で あ る。 と ころで,

方 法 論 的 個 人 主義 に立 つ 枠 組 み に お いて も,同 一 の 与件 に お い て 異 な る均 衡 状.

態 が 成 立 す る こ とを指 摘 し,そ こに種 々 の意 味 を読 み 取 る流 れ が あ る(青 木 昌

彦[1992],[1995],青 木 ・奥 野 編[ユ996]ほ か)。 これ は,現 在 で は 強 力 な影

響 力 を もつ 見 方 で あ り,「 複 数均 衡 」 とい う表 題 で 主 題 化 さ れ て い る。 こ の論.

文 の 最 後 に,ミ ク ロ ・マ ク ロ ・ル ー プ と複 数 均 衡 論 との 差 異 につ い て補 足 的 な

考 察 を加 えた い鮒。

複 数 均 衡 は,ア ロー と ドブ ル ー に よ り定 式 化 され た タ イ プの 通 常 の 一般 競 争

モ.デルに も出 現す る し,ゲ ー ム の理 論 に お げ る ナ ッシ ュ均 衡 と して も出現 す る。

以 下 で は,主 と して ゲ ー ム の理 論 に お け る ナ ッシ ュ均 衡 を念 頭 にお く。

まず,ナ ッ シ ュに よ る 「均 衡 」 の概 念 を復 習 して お こ う。 ナ ッシ ュ均 衡 は,

ゲー ムの 解概 念 の ひ とつ と して提 案 され てい る。 ゲー ム と は,複 数 の 行為 主 体

が そ れ ぞ れ 自己 の 戦略 を選 択 す る と き,そ の 組 合 せ に応 じて,各.主 体 に対 す る

利 得 が 定 ま る もの を い う。 この戦 略 を 同時 に(つ ま り,他 の行 為 主体 の戦 略 決

定 を知 らず に)選 ぶか,交 番 ゲ ー ム.のよ うに,他 の 主体 の 戦 略 決 定 を 知 った の

ち に順番 に選 ぶか,あ る い は さ らに決 定 を くだ す 機 会 とそ こに お け る戦 略 とを

選 べ る.とす るか に よ って,ゲ ー ム の様 相 は大 き く変 わ って くる、 しか し,多 数

の 主体 が 時 間 の な かで 展 開す る ゲ ー ム を分 析 す る こ とは,エ ー ジ ェ ン ト ・ベ ー

23)こ こでは,複 数均衡とミクロ・マクロ・ループとの概念上の差異についてのみ述べた。近年,.

ゲー..ムの珊論の経済学への応眉が目覚ましいが,既 存のゲームの理論に対する批判的検討として

は,Tak磁a[19981Chap.3が ある.・ 部には2人 ゲー・ムの結果をもつ.て,企業組織や経済全体

のアナロジーを構成するような懸念すべき傾向が見られる。他方,エ ージェント・ペースの進化

ゲームでは,コ ンピュータ・シミュレーションでしか明らかにで きないいくつかの興味ぶかい結

果をもたらしている。一例として.Iz㎜li&Ueda[1999]お よび和泉 ・植田[1999]を みよ。
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.スの シ ミュ レー シ ョ ンを除 い て は,容 易 で はな い 。 そ こで,ゲ ー ム理 論 の枠 組

み を経 済学 に お い て用 い る場 合 は,同 時 選 択 型 の ゲ ー ム が考 察 さ れ る こ とが 多

い 。 こ の よ うな設 定 の も と に,ゲ ー ムの 「解 」 と して注 目さ れ る のが ナ ッ シ ュ

均 衡 で あ る。

まず,各 主 体 が あ る戦 略 を決 定 ・採 用 して い る状 態 を考 え よ う。 任 意 の主 体

に と っ て,他 の 主 体 の 戦 略 決 定 が 変 わ らな い とす る と き,自 己 の戦 略 を他 に変

更 す る こ と に よ って 自己 の利 得 を 高 め る こ とが で きな い とす る。 この よ うな状

況 が す べ て の 主 体 に関 し成 立 す る と き,ゲ ー ム の この解 を ナ ッシ ュ均 衡 とい う。

こ の よ う な均 衡 は,多 くの ゲ ー ム に お い て,複 数 存 在 す る こ とが 知 られ て い る。

この 事 態 は,か つ て は解 の不 決定 問題 と して理 論 の不 十 分 さ を表 す もの と考 え

られ た こ と もあ るが,現 在 で は逆 に経 済 シ ス テ ム の多 元 性 を例 示 す る もの と し

て 積極 的 に 評価 さ れ て い る 。

い ま,複 数 の ナ ッシ ュ均 衡 の存 在 す る ゲ ー ム を考 え よ う。 ゲー ムの あ る ひ と.

つ の状 態 を 経 済 の 総 過 程 と見 な す と き,こ こ に は あ る種 の ミク ロ ・マ ク ロ ・

ルー プが 成 立 して い る とい え る。 どの よ うな均 衡 が 成 立 して い るか に よ って,

各 行為 主体 が と るべ き最 適 戦 略 が 変 わ っ て くる。 た と えば,ナ ッシ ュ均 衡Aに

お い て は,各 主体 が タイ プaの 戦 略 を最 適 と し,ナ ッシ ュ均 衡Bに お い て は,

各 主体 が タ イプbの 戦 略 を最 適 とす る とい うこ とが 起 こ りう る。 第vi節 で,同

一 の 制 度状 況 に お い て も
,こ とな る ミク ロ ・マ ク ロ ・ルー プが 出現 し う る こ と

を強 調 した が,そ れ と同様 の事 態 が ゲ ー ム理 論 に お け る 「複 数 均 衡 」 と して も

え られ る。 安 定 な ミ ク ロ ・マ クロ ・ル ー プ に お い て は,経 済 の 各 当事 者 は,自

己 の 行 動 を変 化 させ る理 由 を もた な い状 態 に あ る。 これ は,経 済 をゲ ー ム と考

え る と,ナ ッシ ュ均 衡 の状 態 に他 な ら な い。 こ の 限 りで,ミ ク ロ ・マ ク ロ ・

ル ー プ は,ゲ ー ムに お け る最 適 戦 略 の文 脈 依 存 性(な にが 最:適戦 略 と な るか は,

ゲー ム全体 の状 況 に 依存 す る とい うこ と)を 異 な る視 点 か ら取 り出 して みせ た.

とい う にす ぎな い 。 しか し,こ の こ とか ら,ミ ク ロ ・マ ク ロ ・ルー プ とい う主

題 を ゲー ムの 理 論 の均 衡 概 念 に帰 着 させ る こ とはで きない 。
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まず,ミ ク ロ ・マ ク ロ ・ル ー プ は,安 定 な状 態 を記 述 す る もの に か ぎ られ な

い 。 第V節 に取 り上 げ た 「金融 市 場 の ミ クロ ・マ ク ロ ・ル ー プ」 を 考 え て み よ

う。 そ こで は,市 場 参 加 者 は状 況 の 変化 に応 じて 自己 の仮 説 を随 時 再 構 築 しな

が ら行 動 して い る。 こ の よ うに 自己 の 仮 説 を も改 変 しな が ら行 動 す る こ と に

よ って,市 場 の状 況 と趨 勢 を変 化 さ せ,そ の こ とが ま た各 市 場 参 加 者 の 仮 説 を

も左 右 して い る。 ミ クロ ・マ ク ロ ・ルー プは,こ の よ うに基 本 的 に ダ イ ナ ミ ッ

クな相 互規 定概 念 で あ っ て,安 定 化 した 静 的 状 況 の み を対 象 と した もので は な

い 口

この よ うな ダ イナ ミズ ム は,通 常 の進 化 ゲー ム に も現 れ な い 。 こ こに 「通 常

の 進 化 ゲー ム」 とは,各 戦 略 が状 況か ら独 立 に定 義 され て い るゲ ー ム にお い て,

各 主 体 が あ る確 率 にお い て 自己 の 戦略 を適 応 的 に変 化 させ て い く もの をい う。

こ の よ うな進 化 ゲー ムに お い て は,戦 略 の分 布 状 態 を 「相 空 間」 とと る こ と に

よ り,す べ ての ナ ッシ.ユ均 衡 とそ れ ぞ れ の ナ ッ シ ュ均 衡 が そ の近 傍 に おい て 安

定 的か,そ うで ない か を定 義 す る こ とが で きる 。 この よ うな進 化 ゲ ー ム に おい

て は,そ の解 と して は安 定 的 な ナ ッシ ュ均 衡 へ の 漸 近 的収 束 を考 え る のが 自然

で あ る 。 こ の よ うな進 化 ゲ ー ム にお い て は,進 化 と㌧.・う過程 が含 まれ て い る に

もか か わ らず,過 程 が 最 終 的 に 収 束 す る先 は,進 化 を考 え ない ゲ ー ムの ナ ッ

シ ュ均 衡解 に止 ま る こ と に な る。 ミク ロ 」マ ク ロ ・ルー プは,.そ の よ うな収 束

過 程 を 排 除 す る もの で は な いが,そ れ に止 ま る もの で は ない 。 金 融市 場 の ミ ク

ロ ・マ ク ロ.・ル ー プに お い て は,あ る種 の 「相 転 移 」 ない し 「モ ー ド転換 」 を

伴 い つ つ,新 しい 様 相 が つ ぎつ ぎ と現 れ て くる。 こ こで は,あ ら.たな戦 略 が状

況 の 中で 発 見 さ れ て い くこ とが特 徴 的 で あ る。

じつ は,進 化 ゲー ムに,本 来,こ の よ うな過 程 を含 む もの と思 わ れ る。 遺 伝

的 ア ル ゴ リズ ム を もち い る シ ミュ レー シ ョンに お い て は,戦 略 の空 間 は事 前 に

確 定 的 に指 定 され る閉 じた 集 合 で は な い 。 そ こで は,変 異 に よ り新 しい戦 略 が

随 時 導 入 され,そ の こ とに よ り戦 略 空 間 が 拡 大 さ れ て い る。 比 喩 的 に い う な ら,

戦 略 の空 間 は 開か れ た 集 合 を な して い る。 もち ろ ん,こ れ も超 越 的 な立 場 か ら
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考 えれ ば,可 能 なす べ て の戦 略 か らな る集 合 が あ り,進 化 の過 程 はそ の 集 合 内

で 発.見され た 戦 略 の 集合 が徐 々 に拡 大 して い く過 程 で しか ない と言 え るで あ ろ

う。 しか し,分 析 の 実態 に お い て は これ は本 質 的 な差 異 で あ り,安 定 的 な ナ ッ

シ ュ均 衡 の すべ て を視 野 に お くこ とは分.析者 に と って もで きな い 。 この よ うな

進 化 ゲ ー ム を 「本 来 の 進 化 ゲー ム」 と呼 ぶ な ら,「 通 常 の 進 化 ゲー ム」 と 「本

来 の進 化 ゲ ー ム」 の 問 に分 析 の視 角 にあ る基 本 的 な違 い が あ る といわ な けれ ば

な らな い。 機 能 的要 素 が 環 境 に応 じて そ の性 質 を変 え る こ とを も って複 雑 系 の.

定 義 とす る清 水 博[1998]の 考 え に よれ ば,本 来 の進 化 ゲ 三 ム だ けが 複 雑 系 と

よ び うる もので あ る。 ミク ロ ・マ ク ロ ・ルー プ は,そ の よ うな複 雑 系 にお い て

しか,十 分 な意 味 を もた な い 。

す で に触 れ た よ うに,ミ ク ロ世 界 は行 為 者 に とつ.て(そ し て ま た 分 析 者 に

と って 〉 「豊 富 過 ぎ る世 界 」 で あ る。 そ こ にお け る行 動 や そ れ.を支 え る 知識 や

仮 説 は,つ ね に 開か れ て お り,新 しい 発 見 の 可 能 性 を も って い る。 脳 が外 部 世

界 と同等 に複 雑 で あ り,言 語 に よ り組 み 立 て られ る世 界 が 無 限 の 組 合 せ 多様 性

を もつ こ とに注 意 す る と き,あ る限 定 され た 戦 略 の 集 合 の 中 か ら最 適 な 戦略 が

選 びだ され て くる とい う 「通 常 の 進 化 ゲ ー ム」 の 研 究 プロ グ ラム に.は,欠 け た

もの が あ る とい わ な け れ ば な らな い 。 現 実 の 経 済 を 分 析 す る とい う よ り も,

ゲ ー ムの 理 論 を もて あ そ び,そ の 解 に 当 て は ま る事 例 を探 しだす こ とを経 済 の

研 究 と考 え る とい う風 潮 が 一 部 に 見 られ る 。経 済 シス テ ム の多 元 性 にか んす る

青 木 昌 彦 の 説 明 は 巧 妙 な もの で あ り,そ の意 義 は高 く評 価 され ね ば な ら ない 。

しか し,そ の 成 功 を追 い か け る形 で 「通常 の 進化 ゲ ー ム」 に よ る経 済 の説 明 を

範 型(パ ラ ダ イ ム)と し,そ れ に 当 て は ま る事 例 の発 見 を経 済 学 の 中心 課 題 で

あ る と考 え る こ とは で きな い 。 ミク ロ ・マ ク ロ ・ル ー プ は,進 化 ゲ ー ム の よ う

に形 式 化 され た枠 組 み で は な い 。 そ のか ぎ りで,そ れ が 漠 然 と した 概 念 で あ る

こ とを 認 め な けれ ば な らな い。 しか し,そ れ は,多 数 の 自律 的 な行 為 者 が 諸 制

度 の 助 け を借 りつ つ 作 りだ す世 界 規 模 の ネ ッ トワ ー ク を考 察 す る と き,つ ね に

念頭 に お くべ き ミク ロ とマ ク ロ の関 係 を示 唆 す る標 語 と して機 能 して お り,発

..峯
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見 誘 導 的 な働 きを して い る。 そ の 意 味 に お い て,ミ クロ ・マ ク ロ ・ル ー プ は,

経 済学 にた い しひ とつ の 有 意 義 な 主 題 を提 起 して い る 。
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