
はじめに

世界経済の現状を認識しその将来を展望しつつ, より良い社会経済システムを構築していく

ためには世界経済の規模と水準がどのように変化しつつあるのかを捉える必要がある｡ アンガ

ス・マディソンが公表している世界経済史統計はそのための最も貴重な統計資料である｡ 本稿

では, この統計に基づいて����年から����年までの長期趨勢を確認し, それを踏まえて����年
までの長期展望を示した上で, ��世紀により良い社会経済システムを実現していくための課題
を述べてみたい｡�. マディソン統計で見た世界経済の長期推移 (1950～2006年)
１. アンガス・マディソン統計の意義

世界各国の経済規模を捉える際, 従来一般には各国の���を為替相場で米国ドルに換算し
た統計が使われてきた｡ 日本で広く参照されてきた統計書や白書, 雑誌や新聞に掲載されてい

る図表や記事の大部分はそうした統計に基づいている｡ だがそのような統計で各国経済の規模
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を的確に把握することはできない｡ 為替相場は商品や資本の国際取引の基準であるが, 各国経

済の実質的な規模を捉えるための換算基準としては適当でない｡

今日でもほとんどの国では経済活動の大部分が国内で供給される財やサービスを用いて行わ

れており, 途上国や旧社会主義国における財やサービスの価格は先進国よりもはるかに安いか

ら, そうした国の通貨が各国内で持つ購買力は, それを為替相場でドルに換算した場合のドル

が先進国で持つ購買力よりもはるかに大きい｡

例えば, ����年の平均為替相場で���ドルを日本円に換算すれば������円であり, 人民元に
換算すれば���元であるが, それでどれだけの食材を購入しえたか, どの程度の外食サービス
を受けることができたか, どの程度に電車やバスを利用しえたかといったことを比較したなら

ば, 中国での平均物価水準は日本やアメリカの数分の１であり, 人民元が中国国内で持ってい

た購買力は為替相場によるドル換算で理解されたものよりは数倍近く大きかったであろうこと

が推察できよう｡ (後掲拙稿 ｢アンガス・マディソン統計から見た世界経済発展史｣ の表１で

示したように, 人口が多い��の ｢新興諸国｣ (途上国と旧社会主義国) の通貨が����年時点で
有していた購買力は, 為替相場でドル換算した値と比べると���倍から���倍程度であり, 多く
の国で���倍から���倍程度であった)｡
各国経済の実質的な規模や水準を把握するには, 平均物価水準の相違を踏まえた購買力平価

での換算によらなければ的確な把握はできないのである｡

購買力平価 (���������������������) でドルなどに換算された��� (������) 統計
の作成が世界中の国と地域に関して行われるようになったのはごく最近のことである｡ 途上国

や旧社会主義国については正確で包括的な物価統計がなかったからである｡

しかし����とその経済調査部門で中心的な役割を果たしてきたアンガス・マディソンら
による数十年に及ぶ調査研究と, 彼がオランダの���������(フローニンゲン) 大学に創設
した成長開発センター, ����と欧州統計局, 国連や世界銀行などの協働作業を通して近年
ではかなり信頼度の高い全世界的な統計が整備されつつある｡

世界各国についての購買力平価に関する調査研究を進めているのは ｢国際比較プログラム｣

であり, 現在そのセンター的役割を果たしているのは世界銀行である｡ ���は, ����年��月に����年時点における各国通貨の購買力平価 (���) についての調査結果を公表した (世界銀

行����＞����＞������������������������������＝���)｡ 今回の調査には中国やイ
ンドなどの新興大国の政府も参加し協力した｡ この調査結果に基づいて, ���は世界中の大
部分の国と地域での実質的な国内総生産 (������) について����年から����年までの推計
値と予測値を発表している｡���が����年４月に発表し��月に更新した����������������������������は, ���
による購買力平価についての最新データを踏まえて����～����年における������などの推
計値や予測値を示しているので, 最近の動向を捉える上では極めて貴重なものであるが, すべ
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ての国と地域を包括しているわけではないから世界経済の総体認識のための資料としては不十

分である｡ また人口や���などの基礎データを各国政府の公式統計に拠っているために信用
できない部分も含んでいるように思われる｡

世界人口に関する統計としては, 国連の�����������������������(����～����年の推
計値を含む｡ 最新版は����年３月に公表された����年版) が最も大規模な基礎資料であるが,
同統計も各国政府の公式統計を基本としているので, 国や地域によっては批判的吟味を要する

部分を含んでいるようである｡

これに対して, アンガス・マディソンの世界経済史統計����������������������������������������������������������‒������ (�����������������������������������������������)�����������������������������は, 世界中のすべての国と地域につい
ての人口・������・１人当たり������を包括的に示した, おそらく唯一の世界経済史統
計である｡ 特に����～����年については世界中のすべての国と地域に関する各年の数値をすべ
て示しているので, 世界経済の長期趨勢を把握し将来を展望するには, この上なく便利で貴重

な資料である｡ 彼は世界中の国と地域について数十年にわたり関連資料の収集と分析に取り組

んできたので, 各国政府などが発表した公式統計よりも信頼度が高い統計や推計がある場合に

は, そうしたものも取り入れながら世界経済統計を作成している｡ 多くの統計資料を検討して

彼自身が推計表を作成した国や地域も少なくない｡ 統計がないか不十分な国については彼なり

の方法で推計した数値を示している｡ (彼が用いた統計資料やその利用方法については, 本稿

末尾に列記した彼の主要著作の中でそれぞれ数十ページを割いて詳細に示されている｡)

彼が示す統計数値はすべてが実地調査に基づくものとはいえないし, 各国政府や国際機関が

提供している公式統計とは異なっている部分もある｡ けれども各国経済と世界経済の実際の規

模や水準を把握する上では, それに向けた多年の研究と苦心に基づく彼の統計の方が優れてい

るように思われるのである｡

そこで以下ではマディソン統計に基づいて, ����年から����年までの世界経済の趨勢を確認
し, それを踏まえて����年までの展望を論じてみたい｡
２. マディソン統計で見た世界経済の長期推移 (1950～2006年)

マディソンの統計に基づいて����年から����年までの世界経済の拡大過程を概観したものが
第１図である｡ 彼の統計は数万個に及ぶ統計数値を羅列したものでしかないので, こうした総

括図表を見なければ, その概要や含意を読み取るのは難しいであろう｡

第１図によれば, この��年間に世界人口は���倍に増え, 世界人口の６割程度を占めるアジ
アの人口も���倍に増えたが, その増加率は共に����年代から逓減している｡ アフリカや中南
米での人口増加はもっと急速であったが, その増加率は中南米では����年代から, アフリカで
も����年代から逓減傾向を示している｡
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第１図 世界経済の拡大過程 (1950～2006年)����年９月発表のアンガス・マディソン統計による

Ａ 人 口 (単位：���万人, 対数目盛)

Ｂ PPPGDP (購買力平価でドルに換算した���) (単位：��億����年ドル, 対数目盛)
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��世紀世界経済の長期展望 ��
Ｃ １人当たりPPPGDP (購買力平価でドルに換算した�人当たり���) (単位：����年ドル, 対数目盛)

資料：����������������������������������������������������������‒������ (������������������������������������������������)������������������������������
なお, 同統計で����年ドルにより示された数値を����年ドルに換算するのには, ���の�����������������������������������������に示された米国の���デフレータを用いた｡

説明：Ａ図を見ると����～����年の��年間に世界人口は��億から��億, アジア人口は��億から��億に増え
たが, ����年代からは共に増加速度が逓減してきたこと, 欧米では����年代以降増加速度が鈍化してき
たこと, 旧ソ連地域や東欧では����年代以降人口が増えなくなったこと, この��年間に中南米では人口
が���億から���億に, アフリカでは���億から���億に急増したが, ����年代ないし��年代からは増加速度
が鈍化しつつあることが分かる｡
Ｂ図を見ると, ����年の石油危機までは全世界的な高成長時代が続いたが, それ以降先進国の成長率

は鈍化し, 旧ソ連・東欧の社会主義経済は低迷を経て崩壊に向ったこと, しかしアジアの高成長はその
後も続き, ����～��年のアジア通貨危機を乗り越えた後はむしろ成長率を高めたこと, ����年前後から
中南米とアフリカの経済は混迷と停滞の時期に入ったが, ����年代ないしその後半からは年率３～４％
程度の中成長を実現しつつあり, 東欧・旧ソ連地域も����年ないし����年頃からは年率４～８％程度の
高成長に向かっていることが分かる｡
Ｃ図を見ると, 西欧諸国は第１次石油危機までの時期に米国等を急速に追い上げ, １人当たりの実質���を����年代半ばの米国等の水準にまで高めたが, その後は上昇速度を鈍化させたこと, アジアは

この��年の間に平均所得水準を７倍に高め, ����年の平均水準は����年頃の西欧水準に到達したと見ら
れること, 旧ソ連地域の平均所得は体制崩壊により��年前の水準にまで低下したが, ����年頃からは年
率７％程度の速度で平均所得を増加させつつあるのが分かる｡
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第２図 世界人口の長期趨勢 (1950～2050年, 国連中位推計)

Ａ 合計特殊出生率 (����～����年, ５年ごとの平均値, 女性１人当たり出産児数)

Ｂ 平均寿命 (����～����年, ５年ごとの平均値, 歳)
資料：佐藤龍三郎･石川晃 ｢国連世界人口推計����年版の概要｣ 国立社会保障･人口問題研究所編 『人口問題研究』 第��

巻第３号 (����年��月), �������������, �����������������������：���������������, ����������������
説明：第２図は, 国連の中位推計により����～����年の世界人口の変化を展望したものである｡ 同統計は
欧州・北米・豪・新・日の国々を ｢先進地域｣, それ以外を ｢発展途上地域｣ と区分している｡ Ａ図に
よれば先進地域では����年代末から, 発展途上地域でも����年代末からは出生率が低下してきた｡ ����
年までの趨勢からすると世界全体の少子化傾向はもう少し早く進みそうである｡ Ｂ図によれば, ��世紀
後半には発展途上地域でも寿命が大きく伸び, ����年までに世界の平均寿命は��歳を超えた｡ ��世紀中
に平均��歳を超え, ��世紀には��歳に向かうであろう｡
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��世紀世界経済の長期展望 ��
Ｃ 人口増加率 (����～����年, ５年ごとの年平均増加率, ％)

Ｄ 世界の人口 (����～����年, 単位：���万人, 対数目盛)
資料：佐藤龍三郎･石川晃 ｢国連世界人口推計����年版の概要｣ 国立社会保障･人口問題研究所編 『人口問題研究』 第��

巻第３号 (����年��月), �������������, �����������������������：���������������, ����������������
説明：国連の中位推計では, ����年から����年までの��年間に先進地域での人口増加率は年率���％程度
から－���％程度に (��年につき���ポイントずつ) 低下していくものと見られ, 発展途上地域の場合は
年率���％程度から���％程度に (��年につき����ポイント程度ずつ) 低下していくものとされる｡ この
結果, 先進地域の人口は����～����年の間に�����億人から�����億人へと����倍に増え, 発展途上地域
の人口は�����億人から�����億人へと����倍に, 世界人口は�����億人から�����億人へと����倍に増える
と見込まれている｡
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第３図 IMF統計で見た世界経済の趨勢 (1980～2013年)

Ａ 主な人口大国のPPPGDP (����～����年)
(購買力平価で����年ドルに換算した���, 単位：��億ドル, 対数目盛)

資料：������������������������������������������������������������������. 同統計でドル表示され
た各国各年の������を同統計に示されている米国の���デフレータを使って����年ドルに換算した｡

説明：上のグラフは, ���統計により人口����万以上の��国での実質���の趨勢を示したものである｡
近年における欧米主要国と日本での実質経済成長率が年率�～�％であるのに対して, その他の人口大
国での実質成長率は年率４～��％程度であり, 特に中国, インド, ロシアでの成長率は高く, その他の
新興諸国の成長率もかなり高い｡ ����年��月以降の世界的景気後退に伴って, ���は��月６日付の�����������������で上記統計での����年の成長率予測を先進諸国については平均－���％に, 新興諸国
については平均���％に下方修正したが, 新興諸国の平均成長率が先進諸国の平均成長率よりもはるか
に高いという状況は今後も続くであろう｡
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��世紀世界経済の長期展望 ��
Ｂ 世界各地域での1人当たりPPPGDP (����～����年)

(購買力平価で����年ドルに換算した１人当たり���, 対数目盛)

資料：������������������������������������������������������������������. 同統計でドル表示され
た各地域各年の１人当たり������を同統計に示された米国の���デフレータを使って����年ドルに換算した｡

説明：上のグラフは, ���統計により世界各地域での１人当たり������ (≒就業者１人当たりの実質
平均年収) の推移を示したものである｡ なお同統計では世界全体と先進国全体の平均値は示されていな
い｡ これによると����年前後からの先進地域での実質平均所得は年率１～２％ずつしか増えていないの
に対して, 東欧や旧ソ連地域, アジアの発展途上国では平均年率８％近い速度で増加し, 新興諸国全体
で見ても６％近い速度で増加しているのが分かる｡����年秋から深刻化した金融危機と景気後退により����～����年の数値は下方修正されるであろうが,
今後��～��年の視野で見た趨勢はこれに近いものとなろう｡
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戦後, 隔絶した富裕国としてのアメリカを追い上げた西欧��国での１人当たり実質���
(それは経験的にいえば就業者１人当たりの平均年収に近い) は����年の石油危機までは急速
に増加し, 米国での����年前後の水準に達したが, その後の増加率は低下傾向を示している｡
これに対してアジアの１人当たり実質���はその後も急上昇を続け, ����年には西欧諸国で
の����年水準を超えようとしている｡ 旧ソ連地域や東欧での平均所得水準は����～��年を境と
する体制転換により著しく低下したが, ����年には����年前後の西欧水準に達し, それよりも
早い速度で上昇しつつある｡ 中南米は����年頃から所得水準の激動や低下に苦しんできたが,
近年の平均水準は����年頃の西欧水準に到達し, 全体としては中成長を実現しつつある｡ アフ
リカでも����年代から��年代には平均所得水準を低下させた国が少なくないが, 近年では中成
長や高成長の軌道に入った国々もあり, 全体としては����年代以降のアジア諸国を追うような
形での成長軌道に入りつつある｡

こうした点に注目しつつ����～����年における長期趨勢を観察して検討すれば, 世界経済の
規模と水準が今後数十年間にどのように変化するのかを大まかに示すことも不可能ではない｡

そこで本稿では, マディソン統計に基づいて����～����年の長期趨勢を示した上で, ����年ま
でに世界の人口・経済規模・平均所得水準がどのように変化するのかを展望してみることにし

たい｡

ただし, 世界人口については国連が����～����年の推計値と予測値を発表しており, 世界の
大部分の国と地域での������と１人当たり������については���が����～����年の推
計値と予測値を発表しているので, 最近の動向や今後の展望を検討する上では重要な参考資料

である｡ そこでマディソン統計に基づく長期趨勢の検討に入る前にそれらの概略を紹介する｡

３. 国連統計で見た世界人口の長期趨勢 (1950～2050年, 中位推計)

第２図は, ｢国連世界人口推計｣ ����年版の中の中位推計に基づいて����～����年の���年間
における世界の合計特殊出生率, 平均寿命, 人口増加率, 人口の趨勢を概観したものである｡

なおこの統計では, 世界全体が ｢先進地域｣ (欧州・北米・豪・新・日) とそれ以外の ｢発展

途上地域｣ に大別されているので, ����年代までの先進資本主義国を ｢先進国｣ と称し, それ
以外の国々を ｢新興国｣ と総称した筆者作成の後掲グラフとは, 東欧諸国やロシア連邦なども

｢先進地域｣ に含めている点で区分の仕方が異なる｡

これを見ると, ����年代末以降は世界的に急速な少子化が進んでいること, 他方で世界の平
均寿命は第２次大戦後から����年までに大きく伸びて��歳を超えたが, その後の伸びはゆるや
かであること, 結果として人口増加率はどの地域でも減少傾向を示し��世紀後半には世界人口
が減少に向かう見通しであることなどが分かる｡
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４. IMF 統計で見た世界経済の最近の動向 (1980～2013年)

第３図は, ���が発表した統計に基づいて, ����～����年における人口����万以上の人口
大国における実質経済規模 (������) と, 世界の主な地域における平均所得水準 (１人当

たり������) の長期趨勢をグラフ化したものである｡
Ａ図を見ると, ����年前後以降の欧米主要国と日本での実質経済成長率が年率１～２％であ
るのに対して, その他の人口大国の実質成長率は年率３～��％程度であり, 特に中国は��％,
インドやロシアは７％近く, その他の新興諸国も３～７％程度であることが分かる｡

世界中のすべての先進国と新興国 (������������������������������) に関するグラ
フをここに掲載することはできないが, その他の国々における傾向も同様である｡����年秋以降に深刻化した米国発の金融危機により世界的な景気後退が生じたため, ���
は��月６日付の�����������������で上記統計での����年の成長率予測を先進諸国につ
いては���ポイント引き下げて－���％に, 新興諸国については���ポイント引き下げて���％に
下方修正したが, 新興諸国の平均成長率が先進諸国の平均成長率よりもはるかに高いという状

況は今後も続くと考えてよいであろう｡

またＢ図も参照すると, ����年前後からの先進諸国での実質平均所得は年率１％程度でしか
増えていないのに対して, 東欧や旧ソ連地域, アジアの発展途上国では６～８％の速度で増加

し, 新興諸国全体で見ても６％近い速度で増加しているのが分かる｡����年秋以降の世界的な景気後退により����～����年の数値は下方修正されるであろうが,
新興諸国での平均所得水準の急速な上昇は今後も続くであろう｡�. マディソン統計から見た世界経済の2010年までの見込み
マディソンの統計は世界中のすべての国と地域について, ����～����年の人口, 購買力平価
で����年ドルに換算した��� (������), １人当たりの������を示しており, 人口につ
いては����年までの見込み値も示している｡
そこで差し当たり, この統計を若干延長して����～����年における先進諸国と新興諸国での
所得水準の推移を概観する｡ (第４図はその前提として, マディソン統計自体からは����年ま
での先進諸国と新興諸国における人口, ������, １人当たり������がどのように推移し
てきたと捉えられるのかを示したものである)｡

彼の統計では����年 (人口については����年) までの数値しか示されていないのに, それを����年まで延長するのは, ����～����年の大まかな長期展望を示すためには, ����～����年の��年間における��年ごとの大まかな変化を捉える必要があるからである｡
また彼の統計では, 彼がこれまでに発表してきた統計や研究業績との比較の便宜も考慮して������などが����年ドルで示されているが, ここではそれを����年ドルに換算して表示す
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立教経済学研究 第��巻 第４号 ����年��
第４図 先進諸国と新興諸国での経済拡大過程 (1950～2006年)����年９月発表のアンガス・マディソン統計による

Ａ 人口 (����～����年) (単位：���万人, 対数目盛)

資料：����������������������������������������������������������������� (�����������������������������������������������)������������������������������
Ｂ PPPGDP �����～����年, 購買力平価でドルに換算した���) (単位：��億����年ドル, 対数目盛)

資料：����������������������������������������������������������������� (�����������������������������������������������)������������������������������
なお, 同統計で����年ドルにより示された数値を����年ドルに換算するのには, ���の����������������������������������������に示された米国の���デフレータを用いた｡
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��世紀世界経済の長期展望 ��
Ｃ １人当たりPPPGDP (����～����年) (単位：����年ドル, 対数目盛)

資料：������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
なお, 同統計で����年ドルにより示された数値を����年ドルに換算するのには, ���の����������������������������������������に示された米国の���デフレータを用いた｡

説明：第４図は, ����～����年 (人口については����年まで) における先進諸国と新興諸国での経済拡大
過程を概観したものである｡ 本稿では, ����年代までに先進地域とされていた西欧・北米・豪・新・日
の国々を先進国, それ以外の国々を新興国と総称した｡
これを見ると従来の先進国での１人当たり������はこの��年間に�����ドルから������ドル程度に

まで増えたが, その上昇速度は����年代以降低下してきたこと, それ以外の国々 (新興諸国) での１人
当たり������はその数分の１でしかないが, ����年前後から急上昇して����年には����年の西欧��
国と日本の平均値 (�����ドル) に近づき, それ以上の速度で上昇しつつあることが分かる｡
戦後追い上げ型資本主義国としての西欧諸国と日本における１人当たり������の増加率は, ����

年前後 (����～����年) 以降����年前後 (����～����年) まで��年ごとの平均でみると, ���％→���％
→���％→���％→���％, 先進国全体では, ���％→���％→���％→���％→���％というように低下してき
た｡ 人口増加率も, 先進国全体では, ���％→���％→���％→���％→���％というように低下し, 新興諸
国でも, ���％→���％→���％→���％→���％というように����年前後以降かなり急速な低下傾向を示し
ている｡ これらの長期趨勢は, 今後数十年間における世界経済がどのように推移するかを展望するため
の重要な示唆を与えてくれるであろう｡
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第５図 先進諸国と新興諸国での経済成長率など (1950～2010年)����年９月発表のアンガス・マディソン統計に基づく

Ａ 先進諸国でのPPPGDP増加率 (年率％, ����～����年)
Ｂ 新興諸国でのPPPGDP増加率 (年率％, ����～����年)
Ｃ 世界全体でのPPPGDP増加率 �年率％, ����～����年)
Ｄ 参考：米国でのPPPGDP増加率 (年率％, ����～����年)
Ｅ 人口増加率 (年率％, ����～����年)
Ｆ 先進諸国と新興諸国での１人当たりPPPGDP増加率 (年率％, ����～����年)
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��世紀世界経済の長期展望 ��
Ｇ １人当たりPPPGDP (����～����年) (購買力平価で����年ドルに換算した値､ 対数目盛)

説明：第５図は, 第１図と第４図で紹介したマディソン統計に基づいて����～����年における先進諸国と
新興諸国での������増加率の変化などを計算し概観したものである｡
マディソン統計では����年までの������しか示されていないので, ����～����年の������増

加率については, 第３図で紹介した���統計に示された実質経済成長率の変化と, 同統計について���
が����年��月６日付の�����������������で行った成長率予測の修正 (����年の成長率は先進国
全体では－���％に, 新興諸国全体では���％になると下方修正) を参考に筆者 (八尾) が推測した｡ ����
年の成長率は����年と同水準に留まると仮定した｡
米国は景気変動の激しい国であるが, Ｄ図のようにその変動幅は����年以降は小さくなっている｡����～��年の石油危機は先進諸国が経験した戦後最大の景気後退をもたらしたが３年後には回復した｡����～��年のアジア通貨危機はアジアの新興諸国にとって最大の景気後退をもたらしたが２年後には回

復に向かった｡ ����年秋からの金融危機と景気後退も極めて深刻なものであるが, 世界の景気後退が何
年にもわたって続くと考えるべきではないであろう｡
Ｅ図は, 人口増加率の変化を����年まで示したものである｡ マディソン統計では����年までの人口し

か示されていないので, ����年と�����年については����年から����年までの人口増加率の低下速度で
増加率が逓減するものと仮定した｡
第４図Ａ・Ｂに示した統計数値と, 第５図のＡ・Ｂ・Ｅに示した����年までの増加率予測を前提すれ

ば, ����年までの������や人口が計算できるので, それらに基づいて１人当たり������の見込
値を計算して図示したものがＦ図とＧ図である｡ 両図を見ると����年における新興諸国での１人当たり������ (�����ドル程度) は����年の西欧・日本の平均値 (�����ドル) を超え, 趨勢としてはそれ以
上の速度で増加しつつあることが分かる｡
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第６図 マディソン統計 (1950～2006年) から見た世界経済の長期展望 (1950～2050年)

Ａ １人当たりPPPGDP増加率 (年率％, ����～����年, ��年移動平均)
Ｂ 人口増加率 (年率％, ����～����年, ��年移動平均)
Ｃ PPPGDP増加率 (年率％, ����～����年, ��年移動平均)
Ｄ １人当たりPPPGDP (����～����年) (単位：����年ドル, 対数目盛)
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��世紀世界経済の長期展望 ��
Ｅ 世界の人口 (����～����年) (単位：���万人, 対数目盛)

Ｆ 世界のPPPGDP (����～����年, 購買力平価でドルに換算した���)
(単位：��億����年ドル, 対数目盛)

説明：ここでは, 第５図に示した����～����年における１人当たり������と人口増加率の長期趨勢に
基づいて����年までの所得水準や経済規模についての長期展望を示す｡ 新興諸国が全体としては先進諸
国の技術や資本も活用しながら����年代以降の西欧や日本の後を追うような形で１人当たり������
を増加させつつあること, 先進諸国の場合はその増加率をゆるやかに低下させつつあること, 人口増加
率は先進諸国でも新興諸国でも長期低落傾向を示していることなどを踏まえて, ����年までの推移を展
望した｡ より詳しい説明は本文で行う｡
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る｡ ����～����年における長期推移を展望するのには����年ドルで表すのがふさわしいと思わ
れるからである｡ ����年ドルを����年ドルに換算するに当たっては, ���が発表した����������������������������������������の中で示されている米国の���デフレータを
用いた｡ (����年を���とする����年の米国の���デフレータは�����であるから, ����年ドル
で表された各国の������などを�������倍すれば, ����年ドルで表した場合の大体の数値
を知ることができよう)｡

このような方法で, ����～����年の��年間における世界経済の長期推移をグラフ化したもの
が第５図である｡����～����年の������増加率については, 第４図で図示したマディソン統計を基本とし
つつ, ����年��月発表の���統計で示された実質経済成長率の予測と, 同統計について���
が����年��月６日付の�����������������で行った成長率予測の修正 (����年の成長率
は先進国全体では－���％に, 新興諸国全体では���％になると下方修正) を参考にして, 筆者
(八尾) が推測した｡ ����年��月から����年の景気後退が����年にさらに悪化するとは限らな
いが, ここでは����年の成長率は����年と同水準に留まると仮定した｡
(米国は景気変動の激しい国であるが, Ｄ図のようにその変動幅は����年以降は小さくなっ

ている｡ ����年��月からの石油危機は先進諸国を戦後最大の景気後退に陥れたが, 景気自体は
３年後に回復した｡ ����年のアジア通貨危機はアジアの新興諸国を戦後最大の景気後退に陥れ
たが, ２年後には回復に向かった｡ ����年秋からの金融危機と景気後退も極めて深刻なもので
あるが, 景気後退が世界中で何年にもわたって続くと考えるべきではないであろう｡)

Ｅ図は人口増加率の変化を����年まで示したものである｡ ����年と����年については����年
から����年までの人口増加率の低下速度で増加率が逓減するものと仮定した｡
第４図Ａ・Ｂに示した統計数値と, 第５図のＡ・Ｂ・Ｅに示した����年までの増加率予測を
前提すれば, ����年までの������や人口が計算できるので, それらに基づいて１人当たり������の見込値を計算して図示したものがＧ図であり, その増加率を示したものがＦ図で
ある｡ 両図によれば, ����年における新興諸国での１人当たり������ (�����ドル程度) は����年の西欧・日本の平均値 (�����ドル) を超え, 趨勢的にはそれ以上の速度で増加しつつ
あることが分かる｡�. マディソン統計から見た世界経済の長期展望 (1950～2050年)
第６図は, 第５図で示した����～����年における１人当たり������と人口増加率などの

長期趨勢に基づいて����年までの世界経済の長期推移を展望したものである｡
以下第６図に即して長期展望を述べる｡
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１. １人当たり PPPGDP (≒就業者１人当たり年間所得) の増加率

第５図のＧで示したように, ����年における新興諸国での１人当たり������は�����ド
ル程度となる｡ それは戦後追い上げ型資本主義としての西欧・日本での����年の平均値 (�����
ドル) を超える｡ またその増加速度は����～����年の平均で年率���％程度と見込まれ, 西欧
と日本での����～����年における平均増加速度 (年率���％) を���ポイント上回る｡
戦後隔絶した富裕国としての米国の資本や技術を受け入れながら西欧と日本は����～����年
の��年間に１人当たり������を (��年ごとの平均で) 年率���％→���％→���％→���％とい
う速度で増加させてきた (��年間の平均で見ると年率���％)｡
これらの事実からすれば, 先進諸国の資本や技術も取り入れながら先進諸国を急速に追い上

げつつある新興諸国での����～����年の��年間おける１人当たり������の増加率が���％
→���％→���％→���％ (��年間の平均で年率���％) といった程度で推移する可能性は大きい
と考えてよいであろう｡

他方, ����～����年の��年間における先進諸国での１人当たり������の増加率は���％
→���％→���％→���％程度で推移している｡ 最後の��年間の増加率が特別に低いのは����年秋
からの金融危機によって����年と����年はマイナス成長になると見込んだためである｡ このよ
うな特殊事情がなかったとしても先進諸国での１人当たり������の増加率は��年ごとに���
～���ポイントずつ低下してきたから, ����～����年の��年間おける先進諸国での１人当たり������の増加率は, ���％→���％→���％→���％といった程度で低下していく可能性が大き
い｡ なお����年代の増加率をそれまでの��年と同じ���％と想定したのは, ����年ないし����
年には景気もある程度回復するであろうことを考慮して, ����年代の平均増加率は, ����年代
以降の趨勢に従って (����年代の���％よりは���ポイント低下すると想定して) 予測したから
である｡

以上のような想定に基づいて����年代までの１人当たり������の増加率を示したものが
Ａ図である｡

２. 人口増加率の長期趨勢 (1950～2050年)

第５図Ｅで示したように先進諸国での人口増加率は����～����年の��年間に��年ごとの平均
で, 年率����％→����％→����％→����％→����％というように (やや不規則ではあるが) ��年
につき平均で�����ポイントずつ低下してきたから, ����～����年の��年間には, ����％→����
％→����％→－����％といった程度に低下していく可能性が大きい｡
他方, 新興諸国における人口増加率は����～����年��年間に, ��年ごとの平均で年率����％

→����％→����％→����％というように, ��年につき�����ポイントずつ低下してきたから,����～����年の��年間には, ����％→����％→����％→����％といった程度に低下していく可
能性が大きいといえよう｡ これを図示したものがＢ図である｡
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３. 21世紀半ばまでの世界経済の拡大過程 (1950～2050年)

Ａ図で示した１人当たり������増加率の長期展望に基づいて, ����年までの１人当たり������の長期推移を図示したものがＤ図である｡
Ｄ図のように先進諸国での１人当たり������ (≒就業者１人当たりの平均年収) は今後

もゆるやかに増加するが, ����年代には������ドル程度で上限に達して, 以後は平均所得が増
加しない時代に入る｡ 就業者１人当たり����年価格で������ドル (円に換算して���万円), ２
人で������ドル (���万円) の年収が平均所得の上限だというのは, 無限の所得上昇を期待す
る現代人にとっては寂しいことかも知れない｡ だが, 資本主義の高度化に伴って経済成長率は

逓減し, 少子高齢化はそれを加速するから, 平均所得増加率の逓減は不可避であろう｡ 少子化

対策や女性と高齢者の社会参加を促す仕組の拡充が必要であり, 同時に所得分配の公平化を進

めていく努力や, 簡素質実な消費スタイルを広めていく努力が重要である｡

長期趨勢から明らかなように所得水準の無限の上昇はないのだから, 先進国でも就業者１人

当たり (����年価格で) 年４万ドルか精々５万ドルが平均所得の上限であることを踏まえなが
ら, すべての人が健康で文化的な生活のできる社会の実現に努めるべきなのである｡

新興諸国での１人当たり������の平均値は����年でも�����ドル程度でしかないから,
増加率を逓減させながらも急速に増加していく｡ ����年には平均������ドル程度にまで達する
可能性があるが, それ以降も��年ぐらいはゆるやかに増加していくであろう｡ 低所得国がより
急速な経済発展と所得水準の向上を実現しうるのは, 進んだ技術と安価な労働力を結合できれ

ば, 高所得国よりも少ない費用で競争力のある商品を生産しうるからである｡ そのために必要

なことは, これを実現しうるような社会制度と産業基盤の段階的整備, 教育の普及と向上, 開

明的で国民が信頼できる政府の樹立などであろう｡

Ｅ図のように ｢先進諸国｣ の人口は����年ごろまでに���億人程度に達した後, ゆるやかな
人口減少時代に入る｡ 世界全体の人口も����年までに��～��億人程度に達した後, ゆるやかな
人口減少時代に入る｡ 人類社会は��世紀の半ばに人口増加時代を卒業する｡
Ｄ図に示したような１人当たり������と, Ｅ図に示したような人口の推移を前提すれば,

世界の������ (経済規模) の長期推移 (����～����年) を展望することができる｡ Ｆ図に
示したグラフがそれであり, その増加率 (経済成長率) の推移を示したものがＣ図である｡

Ｆ図のように����年から����年までの��年間に先進諸国の経済規模が (����年価格で) ��兆
ドルから��兆ドル程度に拡大するのに対して, 新興諸国の経済規模は��兆ドルから���兆ドル
近くに拡大するので世界経済に占める新興諸国の実質的な割合は��％から��％にまで高まる｡
今後の政治・経済・外交政策が, 現在の先進国だけでなく新興諸国を含むすべての国々との

友好互恵に努めるべきことが分かる｡ ちなみに, マディソン統計によればインドの経済規模は����年には日本を追い抜いたのであり, 中国の経済規模は����年ごろまでに米国を追い越す見
通しである｡ (アジアの新興国についての評価が低い���統計でも����年にはインドの���
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���が日本を追い抜き, ����年ごろまでには中国の������が米国を追い越すというよう
な趨勢の統計数値が示されている｡ 第３図のＡ参照)

世界経済全体の規模は, ����年からの��年間に��兆ドルから���兆ドル程度に拡大し, その
間に���倍程度になる｡ その拡大速度は, ����年代が���倍, ��年代が���倍, ��年代が���倍,��年代が���倍という程度で推移するから, エネルギー・環境問題への対処は今が正念場であ
る｡ この問題は��年・���年・���年先に向けて考える問題ではなく, 今後５年・��年・��年の
間に何ができるのか, 何をすべきなのかという問題なのである｡ この問題については別稿で論

じたので, ここでは詳述しないが, 筆者としては省エネ・省資源技術の開発と普及, 人類が必

要とするエネルギーの数千倍のエネルギーを地表に供給してくれている太陽光利用技術の開発

と普及, (各種の建物や輸送手段の屋根・鉄道線路の敷地だけでなく海洋面や砂漠の利用), そ

れらを促すルールや制度, 世論や教育の役割が重要であると考えている｡

むすび―グローバルな市民的社会の実現にむけて―����年までの ｢先進諸国｣ と ｢新興諸国｣ および世界全体の人口, 所得水準, 経済規模につ
いての大まかな将来展望は以上の通りである｡

資本主義的な経済システムと企業活動や投資活動のグローバル化は新興諸国の経済発展を促

し所得の平均水準を急速に高めている｡ だがそれを通してよりよい社会を実現していくために

は, 資本主義システムが内包する矛盾や弊害を認識して, それらを克服していく努力が不可欠

である｡

資本主義的な市場経済は, 資本による労働の支配と搾取, 所得や資産の不平等, 過密長時間

労働, 労働疎外, 利己主義や拝金主義, 欲望の極大化, 各種共同体の解体, 人間性や自然環境

の破壊, 経済変動と企業倒産や失業, 生活の不安定といった諸問題を孕み, それらを深刻化さ

せる傾向を含んでいる｡ サッチャー, レーガン以来の ｢新自由主義｣ 的な制度改革, 市場原理

主義的な ｢構造改革｣ が, 経済的不平等や格差の拡大, 絶対的貧困者の増大などを伴うもので

あったことは否定できない｡ ホームレスやワーキングプア, 米国発の金融危機と景気後退で失

職させられた派遣労働者や期間従業員などその例は枚挙にいとまがない｡ 急発展している新興

諸国でも所得格差や環境破壊など様々な問題が生じている｡

資本主義的経済発展は, 放置すればこうした諸問題の発生と深刻化を避けることができない

のであり, それらの諸問題を理論的・実証的に解明して, その解決策を研究し, それらを克服

していく努力が不可欠なのである｡

２度の世界大戦を経て先進資本主義国の社会経済システムが大きく変容し, 北欧をはじめと

する国々で福祉社会を形成することができたのは, 資本主義システムに対する��世紀以来の批
判的研究, このシステムに対する修正是正克服要求と, すべての人間の社会的な自由と平等を
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求める近代民主主義の多面的な発展を背景とした様々な努力の結果にほかならない｡

資本主義市場経済が生み出す矛盾や弊害を克服していくためには, このような歴史的な事実

を踏まえながら, 職場や企業, 地域社会から国家, 国際社会にいたる様々なレベルでの民主主

義を拡充強化させ, 現実に発生している諸問題を, 急いで解決すべき問題や解決可能な問題か

ら順に具体的に解決していく努力が必要なのである｡ 北欧諸国の先例や, 国連諸機関・����
や��などが提示している目標や方針, 条約・合意・政策などの中にはそのための手がかりが
数多く含まれているように思われる｡

そうした努力が積み重ねられるならば, 現在進行中の全地球的な文明化・近代化・富裕化を

基礎にして, 資本が中心の経済社会を広い視野と相応の知性や社会性を有する市民たちが中心

の社会に変えていくことは先進国だけでなく新興諸国でも十分に可能であろう｡

第７図はそのような立場から現代資本主義とその将来についての捉え方を整理したものであ

る｡ ここでそれについて論じることはできないが, 関連拙稿をご検討いただければ幸いである｡
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史』 柏書房, ����年
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国際連合広報局著・八森充訳 『国際連合の基礎知識』 改訂第７版, 世界の動き社, ����年
関連拙稿 (八尾信光)

｢資本主義発展の諸段階をどう捉えるか｣ 経済学教育学会 『経済学教育』 第��号, ����年
｢アソシエーション社会の可能性について｣ 基礎経済科学研究所 『経済学科学通信』 第���号,����年
｢資本主義の現段階と将来展望｣ 『立命館経済学』 第��巻第４号, ����年
｢アンガス・マディソン統計から見た世界経済発展史｣ 『政経研究』 第��号, ����年
｢早急な対策が必要なエネルギー・環境問題｣ 『経済科学通信』 第���号, ����年
｢グローバル資本主義の行方｣ 『経済理論学会第��回大会報告要旨』, ����年
｢グローバル資本主義の形成と将来展望―鶴田満彦編著 『現代経済システム論』 を読んで｣ 『政

経研究』 第��号, ����年
｢書評：������編著 『グローバル資本主義と企業システムの変容』｣ 政治経済学・経済史学

会 『歴史と経済』 第���号, ����年
『再生産論・恐慌論研究』 (新評論, ����年) の前篇第１論文 (����年に発表した論文)
『資本主義経済の基本問題』 (晃洋書房, ����年) の第１章 ｢市場経済と資本主義的市場経済｣,
第２章 ｢資本主義の基本矛盾について｣ (����～��年に発表した論文), 第３章 ｢『宣言』 の

意義とその基本問題｣

＊本稿は, 経済理論学会第��回大会の１日目 (����年��月��日) に行った報告の内容を新たな
資料も参照しつつグラフ等を作り直し, まとめ直したものである｡ 報告に対して貴重なコメ

ントを下さった小谷崇氏, 泉弘志氏ほかの方々に厚くお礼を申し上げる｡

＊本稿が掲載される 『立教経済学研究』 (第��巻第４号) は退職された小松善雄教授に捧げら
れる｡ 小松氏は筆者の院生・助手時代から今日に至るまで学問上はもちろん公私にわたって

言葉に尽くせないほどの恩義を受けた先輩である｡ 人間と社会, 学問への愛に満ちた情熱的

な研究には私たちの追随を許さないほど迫力と実績があり, その読書量と研究文献渉猟の広

さは驚嘆すべきものがある｡ どうぞこれからも益々お元気で人間とその社会をより良いもの

に高めていくようなご研究のため奮闘されますように期待しております｡

(����年��月��日提出)
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