
�. 序 論

｢環境経済学の父｣ と呼ばれた����クネーゼ (���������������－����) は����年代を
中心に, 水質管理の経済学的分析に取り組み, ��年代以降は物質収支 (���������������) の
研究にその軸足を移していった｡ ��年代は, 後に触れるように, エコロジー・エントロピー経
済学と呼ばれる分野が存在感を高めつつあった時期であり, クネーゼの物質収支アプローチも

そのひとつとしてこれまで多くの文献で紹介されてきた (���������������������������������������������������；岡 ����；����；工藤 ����；����；寺西 ����など)｡ この
ような論じられ方は, 何ら誤ったものではなく, むしろ環境経済学におけるクネーゼの知名度

を高めるうえで大きな役割を果たした｡ しかし, クネーゼがそれらの文献の中で, ��年代前後
に現れたエコロジー・エントロピー経済学における同時代の代表的議論, 例えば��������
(����), ����(���������), ���������‒������(����), ����������(����), 玉野井 (����)
などと同列に語られることは, それらの大きな共通項でもある生態学・熱力学という自然法則

の枠組みから経済学のあり方そのものを問い直すというある種壮大な思想的特徴がクネーゼの

議論においても結果的に強調されることになり, それによってクネーゼの物質収支アプローチ

の意図 (政策論的側面) が正確に理解される機会を妨げてきたと言える｡

例えば, 寺西 (����) ではクネーゼの物質収支アプローチの意義を, ｢第一には, 財・サー
ビスの市場的交換 (または商品交換) を通じた経済取引のみを主題としてきた伝統的な経済学

の体系では, 人間の経済活動におけるいくつかの重要なプロセス (特に廃棄物加工処理のプロ

セス) が基本的に脱落せざるを得ない｡ その脱落してしまうプロセスを明示的な形で分析対象

に据えることを可能にしたこと｣, ｢第二には, それによって, 人間の経済活動が, 生態系を含

む自然システムとの独自な連関構造の中で基本的な制約を受けざるを得ない存在であることが

明らかにされたこと｣ と論じている (寺西 ����, ����)｡ また, 工藤 (����) では, ｢これ
[自然界から取り入れられた物質やエネルギーがそれらの間を流れながら廃物・廃熱としてど

のように自然界に放出されているかという収支分析] によって従来看過されがちであった廃棄

物処理などの重要性をクローズアップすると同時に, 経済活動が原材料など供給面でのみなら
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ず, 廃物や廃熱の処理・浄化面でも生態系の強い制約下にあることが示される｣ (工藤 ����,����)｡ 岡 (����) では, ｢物質とエネルギーの保存則に基づいて, 生産・消費が廃物・廃熱
を常に生み出し続ける過程であることに着目し, 経済過程における物質とエネルギーの収支を

明らかにする分析を提唱した｣ (岡 ����, �����) と評されている｡ このように, 物質収支ア
プローチは, 経済過程の素材面における収支分析の提唱および, それによって経済活動が自然

法則に規定されることを示したことが最大の学問的貢献であったと評価されてきたのである｡

では, クネーゼにとって物質収支アプローチはどのような位置づけとなっているのか｡ それ

は彼の水資源管理論と連続性を持つ｡ 水質管理論の主な論点は, ①維持すべき水質基準をどの

ように設定するか, ②維持すべき水質基準を達成する, 最も望ましい方法は何か, ③水質管理

を行なう上で最も望ましい制度・組織は何か, ということであった｡ 水質管理論を通じて提示

されたこれらの論点は, 必ずしも明示されているわけではないが, 物質収支アプローチにおい

ても一般化された形で受け継がれている｡ つまり, ①維持すべき環境基準をどのように設定す

るか, ②維持すべき環境基準を達成する望ましい方法は何か, ③共有資源 (�����������������������) の管理を行なう上で最も望ましい制度・組織は何か, ということである｡ ただし,
物質収支アプローチではこれらの論点に対し均等にウエイトが置かれていたわけではない｡ む

しろ, 後に議論するように, 物質収支アプローチで中心的に議論される点は①と②に関係する｡

水質管理論で議論したように, ①経済学的効率性に替わる政策目標として水質基準を設定し,

②それを排水課徴金を通じて最小の費用で達成するというスタンスは変わっていない｡ つまり,

物質収支アプローチでは政策目標である環境基準を, 課徴金を用いて最小の費用で達成しよう

とする最適化問題が論点となる｡

一般的に, 共有資源は経済過程に天然資源などの生産要素や生態系サービス, アメニティな

どを供給する機能と, 生産, 消費活動によって生じる廃棄物を処理・吸収する機能を持つ｡ こ

れらの機能を (特に, 人間社会にとって損害とならないように) 維持し, 共有資源の質を一定

以上に保つための政策目標が環境基準となる｡ 共有資源の質を保つためには, 共有資源をめぐ

る物質の流れ (������������) が把握され, 管理されていなければならない｡ 共有資源をめ
ぐる物質の流れとは, 大きく分けて, 天然資源の取得として経済過程に流出するものと, 経済

過程で生じた廃棄物として共有資源に流入するものの２種類である｡ 環境基準の達成とは, こ

の２種類のマテリアル・フローを共有資源に本来備わっている容量 (環境容量) を超えないよ

うに管理することと同義である１)｡ すなわち, ����������(����) で議論されているように,
環境基準を課徴金によって最小費用で達成するというコンセプトは, 共有資源をめぐるマテリ

アル・フローを制約条件とした最適化問題である２)｡ このように, 環境基準の導出とその最小
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１) すなわち, 第一に, 天然資源や生態系サービスの再生スピードを超えてそれらを取得しないこと,

第二に, 廃棄物や汚染物質の処理・吸収能力を超えて廃棄を行なわないことである｡

２) ����������(����) の３章では, 共有資源をめぐるマテリアル・フローを制約条件とした最適化



費用での達成の際にマテリアル・フローを導入することが物質収支アプローチの核の一つであ

り, 上記の通り, この論理は水質管理論の延長上に存在する｡ 水質管理論によって提示した３

つの論点を引き続き中心に据えながら, 物質収支アプローチでは, 共有資源の質を維持するマ

テリアル・フロー (すなわち環境基準の達成) を制約条件とした最適化問題が重要な問題提起

のひとつとなっている｡ このように物質収支アプローチは, 環境基準を最小費用で達成すると

いう政策的志向の強い問題意識に支えられており, この政策論的側面こそが物質収支アプロー

チの本来の意図である｡ 物質収支アプローチが, 先行研究で紹介されてきたような環境容量に

よって経済活動が規定されるという議論に始まる一方で, 環境基準を達成する最適化問題とい

う政策的な議論に着地することを我々は後に確認できるだろう３)｡

物質収支アプローチは, ���カップの社会的費用論を支えていた思想的背景 (実質的合理

性, 累積的因果関係, 最小許容限度) と親和的な性質を持っているため, クネーゼを扱う多く

の先行研究のようにエコロジー・エントロピー経済学の同時代人との比較を通じてではなく,

むしろカップとの比較を通じて論じられることでよりその意義を正確に示すことが可能となる,

というのが本稿のスタンスである｡ なぜなら, カップの社会的費用論の背景にあった概念を用

いることで, 物質収支アプローチを上記のように水質管理論と連続性を持った議論として, 体

系立てて論じることが可能となるからである｡ 言い換えれば, カップの議論を触媒として, ク

ネーゼの物質収支アプローチの構造を浮かび上がらせることができるということである｡ した

がって本稿では, クネーゼが����年代を中心に取り組んだ物質収支アプローチを, カップの社
会的費用論を支えていた思想的背景 (実質的合理性, 累積的因果関係, 最小許容限度) の観点

から再検討し, その政策論的側面を再評価することを目的とする｡ さらに言えば, この作業を

通じて, クネーゼを環境経済学の系譜に位置づけるという筆者のより大きな研究課題の一助と

するということもこの目的には含まれている｡�. 70年代におけるエコロジー・エントロピー経済学の興隆
現代社会が抱える最重要課題のひとつである環境破壊 (�����������������������) の問

題 (以下, 環境破壊) は, 周知の通り, 主流派経済学において外部不経済として認識されてき

た｡ 外部不経済をめぐる議論は, それを提起したピグーの 『厚生経済学』 (����������) に

����クネーゼの物質収支アプローチ ���

問題が, 数式モデルによって示されている｡

３) 西林 (����) では, クネーゼの水質管理論を, カップ, コースの議論との比較を通じて環境経済学
の系譜に位置づけようとした｡ 本稿では, カップとの比較を通じて, 先行研究で明らかにされてこな

かった物質収支アプローチの全体像を明らかにすることを意味している｡ 西林 (����) では, カップ
の社会的費用論を比較対象として用いる際, その背景にある思想までさほど踏み込まずに, 社会的費

用論そのものを扱った｡ 本稿では, 社会的費用論そのものではなく, 社会的費用論の思想的背景を中

心に扱う｡



端を発する｡ その後第二次世界大戦を経て, 急激な経済成長を世界的に経験した����～��年代
にかけて先進国を中心に環境破壊が深刻化するにしたがい, 外部不経済という理論的枠組みが

持つ課題に対し, 理論と現実のギャップに向き合いながら自らの中心的な仕事として取り組む

経済学者が現れ始めることになる｡ 彼らの議論は, 外部不経済という主流派経済学の枠組みそ

のものを批判する立場, あるいは, あくまで外部不経済の枠組みに軸足を置きつつ, それを現

実の課題に対しより有効性を発揮できるよう修正・拡張しようとする立場の２つに大きく分か

れていた｡例えば,前者に関してはカップの社会的費用論 (���������), コースの取引費用に
よる問題提起 (����������), 一方で後者に関してはクネーゼの水質管理論 (�������������������������������) がその代表例として挙がってくる４)｡

外部不経済を中心とした経済学における環境破壊の議論は, ����年前後を境に新たな局面を
迎える｡ すなわち, 生態学や熱力学 (第一法則 (エネルギー保存の法則) と第二法則 (エント

ロピー増大の法則)) の観点から環境破壊の経済学的議論を問い直すエコロジー・エントロピ

ー経済学という, 素材面の分析を最重要視した分野の出現である｡ ����年に����ボールディ
ングが, 当時クネーゼが研究員を務めていた未来資源研究所 (�������������������������) で ｢来るべき宇宙船地球号の経済学｣ (�������������) という論考を発表したことが
その端緒となった｡ ボールディングは, 従来の経済が ｢広大無辺な平原｣ で経済活動の再現の

ない拡大が想定されていた ｢開いた経済｣, つまり ｢カウボーイ型経済｣ であったが, 経済規

模が拡大を遂げつつある今日の経済においては, 生産要素としての自然資源の取得も, 汚染物

質の廃棄も無制限に行なうことができない ｢閉じた経済｣, つまり ｢一つの宇宙船｣ としての

経済に移行していることを指摘した｡��年代に入り, エコロジー・エントロピー経済学をめぐる議論は活発になっていく｡ ����
デイリーは, ボールディングに影響を受け, すべての資源が代替可能でありすべての欲望が無

際限であるという前提を置いた主流派経済学の経済成長主義を批判し, 人工資本, 人口が一定

の規模に維持される ｢定常経済｣ への移行の必要性を提唱した (��������������)｡��ジョー
ジェスク・レーゲンは, 静学的一般均衡分析に代表されるような, 力学を応用した新古典派経

済学が経済過程を可逆的なものとして捉える点を批判した｡ そして, エントロピー法則に代表

される, 利用可能な資源が生産要素として利用された後に利用不可能な廃物として不可逆的に

劣化していくという熱力学的世界観に基づいて, 経済を不可逆的過程と見なし, 経済学にエン

トロピー法則の視点を取り入れる必要性を論じた (���������‒�����������)｡ ����シュー
マッハーは主著 ｢スモール・イズ・ビューティフル｣ の中で, 経済システムが生態系システム

と表裏一体であることを認識し, ��世紀から引き継がれてきた唯物主義による大量生産志向と
決別し, 生態系法則を重視し地域資源を有効に活用しながら, 機械による人間の奴隷化ではな
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４) カップ, コースによるそれぞれの外部不経済論批判, またそれらとクネーゼの水質管理論の関係は

西林 (����) を参照｡



く, あくまで人間性の尊重を可能にする市民による生産体制, ｢中間技術｣ の確立の重要性を

説いた (���������������)｡ また日本でも, 玉野井芳郎が生産・消費のみを分析対象とする
伝統的な ｢狭義の経済学｣ ではなく, 経済過程を自然生態系システムの物質代謝の過程として

捉える ｢広義の経済学｣ として, 経済学を再構築する重要性を主張した (玉野井, ����)５)｡
以上のように, エコロジー・エントロピー経済学は生態学・熱力学という自然法則の枠組み

から経済学のあり方そのものを問い直すということをその目的としていた｡ この一連の系譜に

おいて, クネーゼの物質収支アプローチもその存在感を示していたのである (�������������������������������������)｡�. 物質収支アプローチの目的
１. 政策論的側面

クネーゼの研究において, 物質収支に着目した経済学の分析は������������(����) で
初めて登場した｡ その後����������(����) で物質収支アプローチとしてその理論的枠組
みを獲得し, その理論的枠組みをベースにしながら��������������(����) で新たな展
開を見せている｡

前述の通り, クネーゼの物質収支アプローチは, 物質とエネルギー保存の観点から, 廃棄過

程を含めた経済過程 (生産・流通・消費・廃棄) の実物面のフロー (������������) 分析の重
要性を主張する研究であった｡ Ⅰ節で触れたように, この物質収支アプローチは先行研究にお

いて, 第一に, 従来の経済学が無視してきた廃棄過程を経済分析の対象に含めることを指摘し

た点, 第二に, 経済活動が生態系を含む自然システムの制約下にあることを示した点が取り上

げられ, 経済学の枠組みを問い直したという評価を受けてきた｡ この評価は決して誤りではない

が, 議論の全体を捉え損ねており, クネーゼの真意を汲み取り切れていないと言わざるを得ない｡

１節で述べたように, クネーゼの真意とは����年代の水質管理論と連続性を持った政策論的
側面である｡ クネーゼの水質管理論では, 水質汚染を削減する便益の評価不可能性のために,

いわゆる ｢ピグー的伝統 (������������������)｣ による ｢ピグー税 (��������������) や
｢コース的伝統 (����������������)｣ による ｢コースの定理 (������������)｣ によるフ
ァースト・ベストでの経済学的効率性の達成を諦める｡ そして, 自然科学的知見に基づいて設

定された環境基準を最小費用で達成すること (セカンド・ベスト) を政策目標として定め, こ

の政策目標を実現する政策手段として排水課徴金６) の有効性を主張した｡ この政策を実行する

����クネーゼの物質収支アプローチ ���

５) ここではエコロジー・エントロピー経済学の各論者について, ごく簡単な説明しか行なっていない｡

これら個別の議論の詳細な中身については, 先行研究 (���������������������������������������������������；岡 ����；����；工藤 ����；����；寺西 ����など) に譲る｡
６) 後にボーモル＝オーツ税として理論化された (������������������)｡



望ましい制度として, ルール川水利組合をモデルとしたコモンズ的管理が示された (西林 ����；����)｡ この��年代の研究を土台として��年代に取り組んだ物質収支アプローチの狙いは, 経
済学的効率性の代替的な政策目標である環境基準を, 経済学の枠組みでどのように議論するか,

ということである｡ すなわち, 共有資源管理の問題を, 共有資源の質を維持するマテリアル・

フローを制約条件とした最適化問題として議論しようとした｡ クネーゼも指摘するように, 従

来の経済学は財・サービスのフロー, 特に廃棄過程の実物面 (素材面) を扱ってこなかった｡

しかし, 環境基準を経済学の議論に組み込むためには, 生産・流通・消費に廃棄過程を含めた

経済過程のマテリアル・フローの把握が必要となる｡ つまり, クネーゼによる物質収支アプロ

ーチの目的は, 物質フローをできる限り完全に捉え, その情報にもとづいて環境基準を設定し,

それをいかに達成するかということなのである｡

２. 三つの次元

クネーゼの物質収支アプローチは, 三つの次元を持つ (������������������)｡ 第一に,
ミクロ分析 (�������������) である｡ ミクロ分析とは, 個別産業のマテリアル・フロー分
析によって, 通常の生産工程から, 廃棄物の発生を減少させる生産工程, 具体的には廃棄物の

再循環 (�������������), 再利用 (�����), 有用副産物 (�����������) の生産を組み込んだ生
産工程に変化を促す政策研究である｡ クネーゼが物質収支アプローチの研究に進む契機となっ

た甜菜糖産業のマテリアル・フロー分析 (����������������) を筆頭に, 製紙, 石油精製,
鉄鋼, 自動車, 電気産業が事例研究として取り上げられている (������������������)｡
第二に, 地域分析 (����������������) である｡ 地域分析とは, 前述のミクロ分析を総合

し, 域内産業全体のマテリアル・フローを描き, 地域が有する共有資源 (�����������������������) の機能を保全・管理するための政策研究を行なう, 地域アプローチ (����������������) である｡ ここで言う地域とは, 域内に存在する共有資源を乱用することの費用・
損失を被る利害関係者が居住する範囲, また同じことであるが, 共有資源を保全・適正利用す

ることの便益・費用を享受・負担する利害関係者が居住する範囲を指す｡ したがって, 地域分

析による政策研究には, 必然的に共有資源の適正利用による便益・費用の分配をめぐる集合的

選択 (����������������) の問題が含まれる｡ 集合的選択では, 効率性, 衡平性 (������), 公
平性 (��������) の観点から望ましい共有資源の管理を実現する政策目標, 政策手段, 政策主
体のあり方が議論される７)｡

第三に, マクロ分析 (�������������) である｡ マクロ分析はあくまで試験的な取り組み
であり, 輸出入を含めた一国全体のマテリアル・フロー分析を, アメリカを事例として行なっ
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７) 共有資源管理をめぐる集合的選択, およびその効率性, 衡平性, 公平性について, クネーゼは����
年代以降中心的な研究テーマとして扱っている｡ この内容については, 本稿の範囲を超えるため, 改

めて別稿で議論する｡



ている｡ ここでは, ���に占める政策の費用の割合, 経済成長や社会福祉における環境サー
ビスの扱いのあり方などが議論されている｡

以上のような物質収支アプローチの三つの次元について, クネーゼは特に地域分析の重要性

を主張する｡ 外部不経済研究である水質管理論と連続性を持つ物資収支アプローチは, 言うま

でもなく外部不経済研究の一環として位置づけられるものである｡ そもそも外部不経済研究は,

少なくともクネーゼにとっては, 共有資源の持続可能な利用をいかに実現するかということを

明らかにすることを目的としている｡ 共有資源の持続可能な管理を実現する政策は, 政策によ

る各種便益・費用の利害関係者間における分配問題を伴う｡ したがって, 上述の地域の定義か

ら明らかな通り, 共有資源の持続可能な管理は各行政区域内や, 個別産業ごとの分析からでは

十分に議論することはできない｡ クネーゼは以下のように述べる｡

地域 [��������] という言葉の意味は, グローバル [������] とは異なる｡ 国家, 州, 都
市などの行政区を表現するのに適した言葉よりむしろ, 地域という言葉を使う必要がある｡

なぜなら, 物質・エネルギーの廃棄, 排出による環境の質の変化は, 政治システムの境界線

に従うのではなく, 気象学的, 水文学的, 生態学的システムに従うからである｡ 廃棄物管理

問題に対する地域アプローチ [����������������] の発展の必要性と方法がこの本の主要
なテーマの一つを成している (�����������������������)｡
つまり, 政策によって生じる便益・費用の分配問題は, 既存の行政区域や一産業内の問題で

はなく, 共有資源の素材面における特性などの自然条件によって規定される ｢地域｣ の問題と

なる｡ したがって, 物質収支アプローチにおいて, 地域分析が最も重要となる｡

地域分析の理論的枠組みの基礎は, ����������(����) においてほぼ完成しているといっ
てよい｡ 次節では, ����������(����) を中心に, 物質収支アプローチの中核であった地域
分析の議論を, 詳細に追っていく｡�. 物質収支アプローチにおける地域分析
冒頭で述べたように, ����������(����) は多くの先行研究で取り上げられてきたが, そ

の紹介のされ方は限定的なものであった｡ 多くの先行研究では, 物質収支アプローチの前半部

分で議論されている, 環境容量によって経済活動が規定されるという側面が強調され, 後半で

議論されている物質収支と環境基準の関係に言及されることはほとんどなかった｡ 本節では,

先行研究と本稿の違いを明確にするため, 敢えて物質収支アプローチの前半部分 (環境容量に

よって規定される経済活動) と後半部分 (物質収支と環境基準の関係) で項を改め, 議論する｡

����クネーゼの物質収支アプローチ ���



１. 経済活動を規定する環境容量������������(����) で甜菜糖産業を事例として登場したマテリアル・フローの分析は,����������(����) で, より一般的に拡張される形で展開された｡ ����������(����) は,
クネーゼの研究成果の中で代表的なものの一つである｡ この研究では, まず従来の外部不経済

論に対する批判があり, それを踏まえた代替的な議論として物質収支アプローチが論じられて

いる｡����������(����) の議論は, 従来の経済学が環境汚染問題の源泉である廃棄物 (固形物

だけでなく廃ガス, 廃水も含む) を例外的で瑣末な問題として扱ってきた点を批判することか

ら始まる｡ クネーゼらは以下のように述べる｡

本書の主要命題は, 少なくとも一つの部類の外部性, つまり, 現代の消費・生産活動から

生じる廃棄物の処理に関する外部性が, 今までと全然違うものとして見なさなければならな

い, ということである｡ 実際には, それらの外部性は生産・消費過程において, 正常

[������] で不可避 [����������] な部分なのである８) (������������������)９)｡
主流派経済学が汚染問題を例外的で瑣末な事象として扱ってきたことによる具体的な弊害は

何か｡ クネーゼらは以下のように述べる｡

標準的な経済学の配分理論は, 事実上, サービスに関連する｡ 物質的な実体はサービスを

運ぶ単なる媒介物に過ぎないのであり, それら [物質的な実体] が交換されるのは, それら

[物質的な実体] を使用することによるサービスを消費者が選好するから, あるいはそれら

が [物質的な実体] が生産工程において価値を付加することに役立つからである｡ しかし,

われわれは, 燃料, 原料, 最終製品のような物質的な実体が何か空虚の中へ消滅してしまう

かのように, 財の ｢最終消費｣ に言及することに固執している (������������������)｡
主流派経済学は財・サービスの配分問題を扱う学問であることは周知の通りだが, それはあ
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８) つまり, ����������(����) はカップが 『私的企業と社会的企業』 (��������) で強調した問
題意識と同じ地点から出発している｡ カップは ｢社会的費用の分析が価値及び価格理論の主要部分の

中で行われずに, いわゆる厚生経済学という別個の体系として行われたという事実は, 社会的費用と

いう現象が今なお原則的にではなくて例外的なものであるとみなされている程度を示すものである｣

(��������, ����訳���), ｢新古典派の価値論の主流は依然としてかような損失 [社会的費用] を

偶発的・例外的な事件或いは些細な攪乱とみなしていた｣ (��������, �����訳����) と述べてい
る｡ カップとこのような問題意識を共有していたことはクネーゼ自身が����������(����) で述
べている (��������������, ���)｡
９) 本稿で����������(����) を引用する際, 必ずしも邦訳文献に従っていない｡



くまで抽象的な記号としての ｢財・サービス｣ を分析対象としてきたのであり, ｢財・サービ

ス｣ の素材面には全く関心を払ってこなかった, という指摘である｡ だからこそ, 経済理論の

範疇では抽象的な記号としての ｢財・サービス｣ は消費された瞬間 ｢空虚の中へ消滅｣ するの

であり, 現実世界においては ｢財・サービス｣ の消費後に必然的に残される各種廃棄物があた

かも存在しないかのように扱われてきたのである｡ それは別の表現をすれば, ｢望まれないど

んな物質やエネルギーの残滓も生じることなく, すべての投入物が完全に産出物に転換され,

そしてすべての最終産出物が, 消費過程において完全に破壊される｣ (������������������)
ということである｡ このような背景から, 生産, 流通, 消費, 廃棄という一連の経済過程のう

ち, 紛れもなく経済過程の一部分を成しているにもかかわらず, 廃棄過程のみが経済学の分析

対象として扱われてこなかった｡

廃棄物に対する経済学のこのような態度は, 経済規模がまだそれほど大きくなっていない段

階では特に問題とはならなかった｡ つまり, 廃棄物による汚染を浄化し生態系システムを維持

する機能を担う水, 大気, 土壌などの環境媒体 (������������������) が, 排出される廃
棄物量に対して十分な容量を持っている限りにおいては, 廃棄過程を経済学の分析対象に含め

る必然性は特になかった｡ このことは環境媒体が自由財 (���������) として存在していたこ
とを意味する｡

空気や水というのは, 経済学者が気に入っていた ｢自由財｣ (量が豊富なため, 潜在的な

消費者を含むすべての消費者にとっての限界価値がゼロである財) の例である｡ このことが

実際にほぼ真実であったということは, 市場の効率性について伝統的な経済学が理論化する

ことにとって, 歴史的な幸運であった｡ これら二つの環境媒体は, 物質収支の観点がきわめ

て明確に示しているように, 生産・消費活動によって不可避的に生じる廃棄物の大部分にと

って ｢無限のはきだめ [������������]｣ の機能を果たしていた (�������������������)｡
しかし, 経済規模の発展に比例し廃棄物量が環境媒体に対し相対的に増加してくると, 経済

学における廃棄物の捉え方は, 不正確となる｡ 環境媒体が自由財である限りは, 廃棄物一単位

の排出による社会的限界費用, つまり外部不経済は生じない｡ だが, 環境媒体の容量が相対的

に不十分になってくれば, 廃棄物の放出は混雑現象 (����������) をもたらし (つまり廃棄物

を環境媒体に放出による社会的限界費用が正), 環境媒体は自由財ではなく, 共有資源とな

る��)｡ 環境媒体が ｢有限｣ な共有資源となった以上, 廃棄物を ｢消費の過程で完全に破壊され｣,
｢空間の中に消滅してしまう｣ と想定することは不可能となる｡ したがって, 経済活動の必然

����クネーゼの物質収支アプローチ ���

��) 水や空気に対するこの見方 (非排除性は持つが, 非競合性は持たない財と見なす見方) は, ������
(����) の共有資源 (�������������������), 宇沢 (����) の社会的共通資本 (�������������������) と共通であり, 現在一般的なものとなっている｡



的帰結として生じる廃棄物による悪影響を例外的事象として扱うのではなく, ｢正常でまった

く不可避的｣ 事象として扱わなければならない｡ 廃棄物の発生を含めた生産・流通・消費・廃

棄という一連の経済過程を, 物質収支という実体から再考する, つまり物質収支アプローチを

経済分析に導入する必要がここに生じるのである｡

上記の通り, 物質収支アプローチは, 第一に, 廃棄物の発生を必然的で重要な現象として捉

える, 第二に, 環境媒体を共有資源として見なす, という問題意識から生まれている｡ このこ

とは, 環境媒体が持つ廃棄物による汚染を浄化し生態系システムを維持する機能, 環境容量と

無関係に経済規模を拡大させることが不可能であることを意味する｡ 経済活動を維持するため

には, 一定の環境容量を確保しなければならない｡ 放出される廃棄物に対し十分な環境容量が

なければ, 環境媒体の浄化能力の劣化とともに外部不経済は ｢累積的に (非線形的に)｣ 増大

していき, 社会にとって致命的なダメージとなり得るからである｡ したがって, 物質収支アプ

ローチは, 経済活動が環境容量に規定されるという見方を, 経済学に提起しているのである｡

２. 物質収支と環境基準

では ｢十分な｣ 環境容量をどのように維持するか｡ ｢十分な｣ 環境容量の確保は, 汚染を浄

化し生態系システムを維持する環境媒体の本来有する機能が, 廃棄物による汚染の規模を上回

って発揮される状態を保持することが条件となる｡ 環境媒体の機能を維持・改善する環境政策

として, 環境基準 (����������������������) を設定することが重要な役割を担う｡ 言うま
でもなく, 環境基準とは科学的知見によって裏付けられた, 維持されるべき政策目標である｡

クネーゼは, この環境基準を, 課徴金によって最も効率的に (最小費用で) 達成できると一貫

して主張してきた (西林 ����；����)｡
この環境基準を設定するためには, どの程度汚染されると環境媒体は不可逆的なダメージを

被ってしまうのか, という環境媒体と廃棄物の関係性が明らかになっていなければならない｡

また, その地域の環境媒体に対し, どの経済活動 (経済主体) の, どの廃棄物の放出が, どの

程度ダメージを与えているかという情報が得られなければ, 最適な (環境基準を最小費用で達

成できる) 水準の課徴金を汚染主体に課すことはできない｡ つまり, 環境基準を設定しその基

準を実現するためには, その地域の物質収支が明らかにされていなければならない｡ その際に

最も重要となるのは, 生態系システムと経済システム双方の, その地域におけるマテリアル・

フローを正確に把握することである｡ 主流派経済学に対する批判から導き出された物質収支ア

プローチの狙いはこの点にこそ存在する｡ クネーゼらが述べるように, 物質収支アプローチの

本来の目的は次の二点である｡ 第一に, ｢廃棄物を発生させる最も重要な活動と, 最も一般的

な廃棄物を含む, 地域のマテリアル・フローを, なるべく完全に計算すること｣ である (��������������������)｡ 第二に, ｢関連する自然システム, 特に気象学的, 水文学的, および生
態学的サブシステムを数学的にシミュレート｣ し, ｢廃棄物の集中の時間的, 空間的パターン
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を……確率的に計算し得るような方法｣ や, ｢経済発展および人口変化の割合やパターンの変

化に応じ, また経済と人口の立地条件に応じて環境に課される廃棄物の発生量と廃棄物による

負荷を予測する方法｣ を基礎にして, たとえ完全ではなくても, 最適化問題の制約条件となる

環境基準を設定することである (��������������������‒���������)｡ このように, 物質
収支アプローチは, 経済学批判の側面だけでなく, 生態学的に望ましい環境基準を設定しそれ

を最小費用で実現するために必要不可欠なプロセスとして位置付く, 政策的側面をも含意して

いる｡

このように物質収支アプローチによって導かれた環境基準は, 確かに自然科学的知見によっ

て吟味されてはいる｡ しかし, その基準が客観的に正しいと言い切ることはできない, とクネ

ーゼらは主張する｡ なぜなら, 環境基準の設定は, ｢環境のどのような属性に, 人々が価値を

おくか, また, 将来これらの価値における変化を支配する要因は何か｣ という ｢経済学と社会

心理学の本来の関心領域｣ に踏み込まざるを得ないからである��) (��������������������)｡
環境基準は, 環境媒体が本来持つ機能を正常に維持するという観点から設定されるべきもので

あった｡ 環境基準の設定にあたり, ｢環境媒体が本来持つ機能｣ あるいは ｢一定の環境容量｣

を評価しようとする際, その評価の範囲をどのように限定すべきか｡ ｢環境媒体が本来持つ機

能｣ といったとき, 廃棄物による汚染の浄化機能だけでなく, 生態系サービスを始めとするそ

れ自体正の付加価値を供給する機能をも評価するとすれば, その評価対象および評価基準を定

義しなければならない｡ その定義は, 必然的に社会的評価および社会的価値判断を含まざるを

得ない｡ 環境基準の設定は ｢環境のどのような属性に, 人々が価値をおくか, また, 将来これ

らの価値における変化を支配する要因は何か｣ という ｢経済学と社会心理学の本来の関心領域｣

に踏み込まざるを得ないというクネーゼらの主張は, このことを示している��)｡
クネーゼらによれば, 環境媒体の価値は, 経済学において標準的価値尺度である支払意志額

(����������������) によって評価することはできない｡ まず, クネーゼらは支払意志額に
基づく評価の有用性を以下のように認める｡

����クネーゼの物質収支アプローチ ���

��) ����年に行なわれた ｢環境破壊に関する国際シンポジウム｣ においても, ｢環境基準の客観的な基

盤を発見することは, 技術的問題 [�����������������] ではなく, 社会的問題 [��������������]
である｣ と述べている (��������������)｡��) この点についても, カップとクネーゼのスタンスは近い｡ カップは社会的費用の問題は結局 ｢社会
的価値｣ と ｢社会的評価｣ の問題に行き着くと考えていた｡ カップは����(����) で大気汚染, 水
質汚染を始めとする各種社会的費用を貨幣的に評価しようと試みる一方で, 次のように述べている｡

｢このような推定 [社会的費用の貨幣評価] が社会的費用の評価に対する第一次接近としていかに重

要であろうとも, それらの相対的な大きさや意義の最終的な決定は, 社会的評価と社会的価値 (社会

に対する価値という意味で) の問題であると思われる｣ (��������, �����訳�����)｡ カップのこ
のスタンスについては, ５節で改めて論じる｡



その [支払意志額に基づく評価の] 強味は, 共通測定尺度 (ドル) を用いることができる

こと, また, 誰もが予算制約条件のもとで行動すると仮定したときに, 資源の使用の代替的

方法を強制的に考えさせるという点にある (��������������������)｡
この主張は, 一般的に議論されている支払意志額の有用性とほぼ同じものである｡ しかし,

この評価方法を環境の価値に適用する場合には, 上記の有用性は発揮されない｡ クネーゼらは

以下のように述べる｡

その [支払意志額に基づく評価の] 有用性は, (外部性のような) 一般的市場の不完全性

が存在するときには, 限られる｡ なぜなら, 消費者の予算が費やされる可能性のある代替物

の市場における費用が, その社会的費用を反映しないからである｡ したがって, 経済が, 大

きく市場の欠陥という条件におかれているとき, もし資源配分の現状が固定していると考え

ないならば, ある特定の環境変化に対する支払意志額に対して規範的意味が与えられること

はほとんどあり得ない｡ また, 環境の (または他の) 変化が, 人の実質所得にかなり影響す

るほどに大きいとき, 支払意志額は, 社会的価値の尺度としての地位を失うことになる

(��������������������‒���)｡
つまり, ある財の市場が存在しない場合, 代替的な財の自発的支払意志額によって仮想的に

評価しようとしても, その支払意志額には社会的費用が反映されていないため, 評価が不十分

となる��)｡ さらに, 支払意志額は当事者の実質所得に依存するため (予算制約として), 環境

の変化が実質所得に大きく影響するときには, 支払意志額は信用に足る価値尺度ではあり得な

くなる��)｡ このように, ｢支払意志額は歪曲され得る｣ (��������������������) ものなの
で, 共有資源管理を考える際の評価基準としては適当ではない｡

以上の議論のように, クネーゼらの言う ｢環境のどのような属性に, 人々が価値をおくか,

また, 将来これらの価値における変化を支配するのは何か｣ という問題は, 市場における貨幣
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��) 環境の貨幣評価を批判し, 岡は ｢根本的な問題は, 市場で価格の付いていない環境の質といった公
共財への人びとの意志支払意志額を知ろうという調査は結局のところ仮想的なものになり, そうであ

れば, 意志支払意志額なるものがそもそも存在するかどうかについて誰もはっきりしたことは言えな

いというところにある｡ これはいかに手法が発達しても解決しない問題である｡｣ と述べている (岡����, ������‒���)｡��) この点は, ����ミシャンの福祉効果の議論と非常に近い｡ 福祉効果は, 効率性が絶対的基準では
なく, 権利配分に対して相対的であることを指摘し, ｢コースの定理｣ を批判する｡ すなわち, 効率

性を決定する便益・費用の根拠である意志支払意志額 (���), 受入補償額 (���) は, 個人の選
好にのみ依存するのではなく, 支払い能力としての実質所得にも大きく依存している｡ したがって,

初期の権利配分に関わらず直接交渉によって効率性を達成できるとする ｢コースの定理｣ は誤りであ

り, 初期権利配分のあり方によって, 効率性が規定されるのである (����������)｡



価値評価ではなく, 利害関係者の意志が反映された社会的評価・社会的価値判断の問題に帰着

する｡ 利害関係者の意志が反映された社会的評価・社会的価値判断の問題は, 言い換えれば,

環境媒体の機能を保全し, 一定の環境容量を維持することによって利害関係者に生じる (社会

的便益・費用を含んだ) 便益・費用を, 彼らがどのように評価し, どのように配分するかとい

う問題でもある｡ なぜなら, 利害関係者の意志によって判断された社会的評価・社会的価値判

断は, 社会的便益・費用の種類, 大きさを規定し, さらにはそれらの分配のあり方も規定する

からである｡ クネーゼらは社会的評価・社会的価値判断の問題, およびそれに規定される社会

的便益・費用の分配を議論する上で, 制度分析の重要性を主張する｡

制度分析について, クネーゼらは ｢プログラム [マテリアル・フロー分析を通じて環境基準

を導出し, それを実現すること] の実施のためには, ある種の地域的環境管理機関 [�������������������������������������] を, 比較的近い将来において発展させる必要がある｣
(��������������������) と指摘し, さらに以下のように述べている｡

現状における強力な制度的利害を調整するインセンティヴの枠組みを, われわれはいかに

して提供できるだろうか｡ また環境破壊の技術的, 経済的局面について, 多様な地域の境界

に適合する制度を, われわれはいかにして整備できるだろうか｡ この制度における代表制の

パターンは, 人間の望ましい目標の達成に最大限に貢献するものであり, また同時に, この

制度は正義と衡平 [����������������] の法的, 政治的基準にも合致しなければならない
のである (��������������������)｡
水質管理論においては, 工学 ‒経済学的研究によって導かれた効率性が発揮されるために,

ルール川水利組合をモデルとした流域圏を統合的に管理する権限を持つ ｢流域圏管理機関

(����������������)｣ を望ましい制度として議論していた (西林 ����)｡ ｢流域圏管理機関｣
は中央, 地方政府と区別され, 利害関係者の意志を政策に反映させる代表制自治の性質を持ち,

複雑・動態的な環境の変化に政策目標・政策手段を対応させるに十分な適応可能性・柔軟性を

備えていることが特徴として挙げられていた｡ ｢種々の地域的境界に適合する諸制度｣ とはま

さに ｢流域圏管理機関｣ と同種の制度である｡ マテリアル・フローに基づき, 自然科学的知見

から環境基準を導き, それを最小費用で達成するという経済学的根拠に基づいた課徴金が政策

メニューに挙がっていたとしても, それを適切に実行できる制度がなければ全く意味をなさな

い｡ したがって, ｢自然科学あるいは社会科学の研究をいくら積み重ねても, もしわれわれが

法的, 政治的諸制度を通じた有効な管理プログラムを実行する方法を学ばない限り, 環境破壊

を取り扱うのに役立たない｣ のである (��������������, 訳 ���)｡ 言うまでもなく, この
主張は物質収支アプローチの一部として成立している｡ つまり, マテリアル・フローの把握に

よって環境基準を導き, その上で ｢法的, 政治的諸制度｣ を通じて社会的評価を反映させなけ

����クネーゼの物質収支アプローチ ���



ればならない, という議論である｡

このように, 環境容量を維持することを目的とした政策目標としての環境基準, 政策手段と

しての課徴金 (率) 設定の必要条件は, 第一に, 地域のマテリアル・フローの把握であり, 第

二に, 利害関係者の意志を反映させることであった｡ さらに, 政策実行に際して望ましい制度

は, 上記の二点を実現する機能を備えた地域自治組織 (ルール川水利組合をモデルとした ｢流

域権管理機関｣) であった｡ その機能とはすなわち, 前者については, 地域のマテリアル・フ

ローの情報を取得・集約でき, 環境の変化に対する適応性・柔軟性であり, 後者については,

すべての利害関係者が参加する代表性自治である��)｡
冒頭で述べたように, 物質収支アプローチにおけるこうした政策論的側面は, 経済学の枠組

みを自然科学的観点から根本的に問い直すことを意図した同時代のエコロジー・エントロピー

経済学の先駆者たちとの比較よりむしろ, カップの社会的費用論およびそれを支えていた思想

的背景との比較を通じて論じることによって, その意義をより明確に位置づけることができる｡

次節では, カップについて論じる｡�. K. W. カップの社会的費用論における思想的背景
カップは主著 『私的企業と社会的費用』 (��������) で, 社会的費用の概念を提起した｡

カップによる社会的費用論は, 主流派経済学における環境破壊 (環境汚染問題) へのアプロー

チである外部不経済論の批判である｡ カップによれば, 汚染問題は社会的費用であり, その大

きさは貨幣価値で測定することはできない｡ したがって社会的費用は社会的価値判断によって

評価されるべきであり, 経済学の役割は汚染問題の貨幣的評価ではなく, 経済活動と汚染問題

の因果関係の解明に限定されることになる｡ 社会的費用の発生は制度に規定されるので, 汚染

問題の分析は必然的に制度分析となる｡ これが����(����) で示された社会的費用論の論理
展開である (西林 ����)｡ ��年代以降の文献によって, この社会的費用論が累積的因果関係,
実質的合理性, 最小許容限度という概念が背景にあったことを我々は確認することができる｡

以下では, カップの社会的費用論を支えた思想的背景, 累積的因果関係, 実質的合理性, 最小

許容限度を簡単に紹介する��)｡
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��) 一方で, 利害関係者の意志を集約し反映させるシステムおよびその限界について, 経済学でもこれ
まで議論されている｡ 経済学史において代表的な議論は, 社会構成員の選好情報を集約したサミュエ

ルソン＝バーグソンによる社会的厚生関数, そしてそれに対する批判として社会的厚生関数の存在の

不可能性を指摘した��アローの一般不可能性定理である｡ この厚生経済学の系譜をめぐる議論の詳
細は鈴村 (����) を参照｡��) 本節での議論は, 西林 (����) を基礎とし, ������(�����；�����), 山根 (����；����；����)
などを参考にしている｡



１. 累積的因果関係

累積的因果関係��) (���������������������������) とは, 現象を構成する各要素が互い
に原因であると同時に結果でもあり, 相互依存関係にあることを指す｡ カップは以下のように

述べる｡

累積的因果関係の原理によれば, 社会過程 (事象) は, 多くの原因が相互に作用しあうと

ともにその結果とも作用しあう循環的なしたがってまた累積的な過程の結果である｡ 社会研

究において研究対象が開かれた性格をもつことを考慮に入れるや否や必然的に, 均衡分析の

原理のパターンに従う狭い解釈の枠組みによって認められている過程とは根本的に異なる相

当複雑な過程が社会研究の対象として立ちあらわれてくる｡ 原因と結果の相互作用がおこな

われると, 自動修正や均衡への傾向は生じないで, ひとたび起こった過程が同一の方向へど

んどん進行する傾向がある (����������������訳�����)｡
したがって, 累積的因果関係によれば, ある一つの変化がフィードバック効果によって全体

として累積的 (非線形的) 変化を引き起こす｡ カップは環境破壊にこの累積的因果関係を見て

いた｡

主流派経済学による外部不経済論は, 環境破壊を社会的限界費用と私的限界費用の乖離とし

て捉え, その乖離を ｢ピグー税｣ あるいは ｢コースの定理｣ によって埋めることで経済学的効

率性を達成することを目的とする｡ この社会的限界費用と私的限界費用の乖離は外部費用と呼

ばれるが, カップの社会的費用も, 定義に関して言えば同一である｡ しかし, カップは外部不

経済論のように外部費用を ｢ピグー税｣, ｢コースの定理｣ によって内部化し経済学を修正しよ

うとするよりも, むしろ社会的費用の概念を提起することによって経済学そのものを問い直そ

うとした (西林 ����)｡ しかし, カップによれば, 環境破壊は累積的因果関係の性質を持って
おり, したがって環境破壊による社会的費用 (環境破壊を改善することの社会的便益) を貨幣

評価することは不可能となる｡ 社会的費用の評価が不可能であれば, 外部不経済論のように外

部費用を内部化して最適汚染水準を達成することはできない｡ カップはこの点について, 以下

のように述べる｡

……こうした異質な性格 [累積的因果関係] をもつ破壊的な市場外のフローならびに複雑

かつ新奇な性格をもつ相互依存関係こそが環境破壊を引き起こすのであり, まさにこの環境

破壊が経済理論にたいする最大の挑戦なのである｡

……この挑戦にこたえるためには, 人間を, すなわち人間の健康や生命を貨幣価値や影の
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��) カップの累積的因果関係論は, ��ミュルダールからの影響を受けていることが先行研究で示され
ている (�����������；山根 ����)｡



価格 (������ ������) で評価することは十分ではないであろう｡ 数量化や数学以上のもの
が実際に必要となる｡ 実物表示による物的フローやさまざまな影響をすすんで考慮し, 評価

することが必要となる (����������������訳����)｡
カップは, 環境破壊の特性である累積的因果関係を根拠に, 外部不経済論における貨幣ター

ム (������������) をベースにした経済的効率性は目標として望ましくなく, より人間の
生存条件を重視した目標を, 実物ターム (��������) をベースにして示すことの重要性を強
調する｡ したがって, カップによれば, 主流派経済学のように経済学的効率性の達成という社

会目標は所与ではなく, 改めて議論されなければならない｡

２. 実質的合理性と最小許容限度

前項で述べた累積的因果関係を根拠に, カップは, 主流派経済学のように経済的効率性の達

成を所与とすることは避けなければならないと述べた｡ 主流派経済学のように経済学的効率性

を所与の目的とし, 目的の形成プロセスと目的自体の妥当性については問わない形式的合理性

(�����������������) に対して, カップは実質的合理性��) (����������������������) の採用
を主張する｡

社会的費用や社会的便益を数量化する問題は, 交換価値を基礎とするかぎり, 完全に満足

すべき解決法を見出すことができない｡ 社会的費用や社会的便益は市場外の現象であるから,

その大きさは, まったく形式的で単純な企業計算に役立つ数字によってはとうてい十分に表

現しつくせない｡ ……社会的費用や社会的便益の領域に形式的合理性の基準を当てはめるこ

とができると仮定するのは無理だからである｡ 社会的費用や社会的便益は, 実質的合理性と

動態的分析を基準としてのみ正しく評価することができるのである (���������������訳�����)｡
形式的合理性では, 所与の目的を達成するプロセスにのみ合理性が要求される｡ 一方で, 実

質的合理性では, 所与の目的を達成するための合理的な手段は何かということだけではなく,

合理的な目的とは何かについても問われることになる｡ では, 実質的に合理的な目的とは何か｡

カップは実質的に合理的かどうかを判断する材料として最小許容限度を提唱する｡ 最小許容限

度とは, ｢最小許容限界とは, 経験的に証明できる基準にもとづき, それ自体が科学的規定の

対象になりうる人間の最大負担限界のこと｣ (��������������訳����) であり, ｢人間の生
存達成ならびに生命維持のためには, この限度をこえれば必ず重大な結果が生ずるような平均
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��) カップの実質的合理性は, ��ウェーバーの実質的合理性, ��デューイのプラグマティズムから影
響を受けていることが先行研究で示されている (�����������；山根 ����)｡



的な最小限度｣ である (��������������訳����)｡ つまり, 人間の生存条件という実質的
な側面に着目し, 自然科学的に裏付けられた基準にもとづく目標である｡

カップによれば, この最小許容限度は貨幣で測定することができなかった社会的費用・便益

の客観的な基準を提供するという役割を担う｡

社会的費用や社会的目標は, 現実の汚染状況を汚染物質の最大許容濃度 [最小許容限度]

と比較して, 現存する欠陥の点から規定することができる｡ ……社会的最低限 [最小許容限

度] を精密に規定することによって, 社会的費用と社会的便益の存在を客観的に示すことが

少なくとも原則として可能になる (���������������訳�����)｡
つまり, 経済学的効率性を所与の目的とする形式的合理性において貨幣がいわば名目的な価

値尺度となっていたのに対し, 実質的に合理的な目的を議論の対象に含める実質的合理性にお

いては, 最小許容限度が実質的な価値尺度を提供する｡

一方でカップは, 自然科学的根拠にのみにもとづいた最小許容限度が, 政策目標としてその

まま設定できると考えていないことに注意しなければならない｡ カップは以下のように述べて

いる｡

人間生活の最低限の要求を客観的に決定することができるという事実は, 明らかにそのよ

うな要求を自動的に人間行動の目標にしはしないのである｡ 生存上の基本要求に関する情報

そのものは, まだ何ら目標ではない｡ 情報はいぜんとして情報であり, 生産においても消費

においても, 人間行動の目標を定義するものではない｡ 社会行動ならびに人間行動の目標決

定には, 何をなすべきかに関する一致と合意を常に必要とする (��������������訳����)｡
最小許容限度はそのまま実現されるべき社会目標となるわけではなく, 最小許容限度によっ

て得られる科学的・客観的情報に依拠しながら, 最終的には社会構成員による合意によって目

標が選択されるという, 社会的評価・社会的価値の問題が入り込んでくることになる｡ 最小許

容限度から政策目標が導かれる過程で, 科学的・客観的情報だけでなく社会的評価・社会的価

値の情報が入るということの, 実質的合理性における意味について, 我々はカップの以下の記

述によって確認することができる｡

社会は競合する多様な物品を必要とし, そのような必要品の相対的な重要性とか稀少な資

源の利用や配分をめぐる社会構成員間の利害の衝突に直面しているのである｡ このような衝

突の解決および優先順位について実行可能な合意を確立することは, 合理的意思決定の不可

欠な要素と考えなければならない｡

����クネーゼの物質収支アプローチ ���



……現実の個人あるいは集団の必要物に関する妥協あるいは合意の形をとった同意が得ら

れることによって, 社会的あるいは政治的にいえば, 決定が実行可能となり, 単なる形式的

合理性でなく実質的合理性をもつようになる (���������������訳�����)｡
つまり, 最小許容限度によって提示された科学的データを, 最終的には社会的価値判断によ

って吟味し評価するということが, 実質的合理性において必要不可欠であることが示されてい

る｡ 最小許容限度だけでは十分ではなく, それを社会的選択を通じて合意形成を行なわなけれ

ば社会的目標の形成には至らないのである｡ カップによれば, 最小許容限度の役割は, あくま

で実質的合理性の基盤を提供することである｡ この点についてカップは以下のように述べてい

る｡

最小限界 [最小許容限度] が, たとえ, われわれの行為の目標を自動的に決定することが

ないにせよ, 許容限界 [最小許容限度] は合理的な目標探求と目標選択のための絶対的な前

提条件である｡ いいかえれば, 許容限界 [最小許容限度] は, 目標決定と社会的優先度の確

定のために貢献するのである｡ われわれが, 科学的・経験的に根拠のある生存上の基本要求

という光の中で, 目標選択と優先度の確定のプロセスにそなえる度合いによって, 生命維持

と生存達成を目標に選びとるのである｡ 一言でいえば, われわれは目標の選択に人間性を賦

与し, 計画の過程に [実質的な] 合理的基礎を与えるのである (��������������訳����)｡
社会的選択・集合的意思決定において, 最小許容限度それ自体が政策目標となるのではなく,

政策目標およびその社会的な優先順位を決定する判断材料を提供するに過ぎないということで

ある｡ 繰り返しになるが, 最小許容限度と, それによって提供される情報に対する社会的評価

・社会的価値判断の両方によって実質的合理性は成り立つことになる��)｡
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��) カップはこの最小許容限度ができる限り最小の費用で達成されるべきだと主張する｡
もしこの点 [最小許容限度が重要な基準であること] が認められるならば, ひとたび一致をみた

社会的最低限 [最小許容限度] を維持することは, 文字どおり技術的な問題となる｡ こうした技術

的問題は, 経済問題と違って, 最小の資源消費で成果を達成する原則に合致する点で最適手段の選
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

択に関しては, ほとんどあるいはまったく疑問の余地が残らない｡ すなわち, 安全な社会的最低限
・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

を維持することは, この基準がひとたびはっきり規定され社会的な同意をえれば, あとは今まで通

り費用が過大にならないように注意し, 技術者たちがその技術的効率を監視するだけでよいだろう

(���������������訳�����)｡
環境の貨幣的評価の不可能性を前提とし, 利潤・効用最大化に替わる最適化問題として費用最小化

アプローチの有効性を議論した代表的な論者は, 本稿で取り上げているクネーゼを筆頭に, 同時代に

クネーゼの水質管理論に対抗する形で汚染権 (��������������) の市場取引を提唱した����デイ
ルズ (���������), およびクネーゼの議論を引き継ぐ形で後に費用最小化アプローチをボーモル＝
オーツ税として定式化した����ボーモルと����オーツ (������������������) である｡ し



ここまで論じてきたように, カップは環境破壊の本質として累積的因果関係を挙げ, 経済学

的効率性に基づいた最適汚染水準の達成の非現実性を指摘した｡ そして, 経済的効率性を所与

の目的とする形式的合理性の代替されるべき学問的態度として, 目的の妥当性・目的形成のプ

ロセスをも議論の視野に含める実質的合理性の重要性を主張した｡ 実質的合理性の基準は最小

許容限度によって提供される｡ カップは, 自然科学的知見にもとづいた最小許容限度と, その

社会的評価・社会的価値判断を通じた合意形成を提起することで, 実質的合理性に接近できる

と論じた｡ 次節では, このようなカップの社会的費用論の枠組みから, クネーゼの物質収支ア

プローチの再検討を行なう｡�. カップの視点からみるクネーゼ
クネーゼの物質収支アプローチは, カップが外部不経済論批判, ひいては主流派経済学批判

の道具として用いた累積的因果関係, 実質的合理性, 最小許容限度という概念と非常に近い観

点から, 外部不経済論の修正を迫ろうとする試みであった｡

第一に, クネーゼはカップの累積的因果関係論的環境観を共有していたと言ってよい｡ クネ

ーゼの環境評価および経済学的効率性への諦めは, 環境破壊の相互依存性および ｢累積的 (非

線形的)｣ 性格を認識していたからに他ならない｡ クネーゼは次のように述べている｡ ｢……外

部不経済は, 人口が少なく, 経済的に発達していない状況では, 量的に無視可能であるが, 人

口の増加と生産水準の増大と共に (つまり, 自然の希釈能力と浄化能力の容量が使い果たされ

るにつれて), 累進的 (非線形的) に重要なものとなっていく｣ (�������������������),
｢外部不経済が急速に (非線形的に) 増大し, 経済と人口の成長と共により広範なものとなる｣

(��������������������)｡
第二に, 適応可能性・柔軟性, および利害関係者の意志を政策に反映させる代表制を備えた

制度の重要性を指摘している点である｡ Ⅳ節で述べたように, 物質収支アプローチによれば,

政策目標・政策手段はマテリアル・フローに依存する｡ 言うまでもなく, マテリアル・フロー

は地域の経済構造, 生態系システムの変化と共に変化する｡ したがって, 複雑・動態的な経済

構造, 生態系システムの変化を, マテリアル・フローという自然科学的・客観的情報を通じて

政策目標・政策手段に反映させる適応可能性・柔軟性を備えた制度が求められることになる｡

さらに, 政策目標・政策手段に利害関係者の意志を反映させる意思決定システム, つまり代表

制にもとづく集合的選択が制度に組み込まれている必要が論じられた｡ ４節２項で論じたよう

に, 利害関係者の意志とは, 共有資源管理をめぐる社会的評価・社会的価値判断に他ならない｡

クネーゼによれば, 共有資源管理の政策目標, 政策手段は自然科学的・客観的情報であるマテ
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かし, 彼ら以前に, 上記の通りカップが政策目標を最小費用で行なう重要性を指摘していた事実は認

識しておく必要があるだろう｡



リアル・フローと, 社会的評価・社会的価値判断である利害関係者の意志の双方によって決定

される｡ したがって, 政策目標と政策手段を決定・実行する政策主体・組織は, マテリアル・

フローと, 利害関係者の意志という次元の異なる２種類の情報を集約し, 分析する機能を有し

ていなければならない｡ このクネーゼの議論はまさに, 目的を所与とせず, 目的妥当性と目的

形成プロセスを常に問い, 最小許容限度によって提供された科学的・客観的情報と, 社会的評

価・社会的価値判断にもとづいた合意形成を実現するカップの実質的合理性を制度に求めてい

ることに他ならない｡

第三に, 諦めた経済的効率性の代替的な目標として, 環境基準を主張している点である｡ 物

質収支アプローチはあくまでこの政策目標としての環境基準の設定を, マテリアル・フローを
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・

通じていかに経済学の枠組みに取り込むかという試みだった｡ ここで注意しなければならない
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

のは, カップの最小許容限度とクネーゼの環境基準は同義ではないということである｡ 前節で

述べたように, カップの最小許容限度は自然科学的根拠にもとづいた人間の生存条件となる閾

値であり, それによって得られる情報を社会的評価・社会的価値判断によって選択されたもの

が政策目標となる｡ クネーゼの環境基準は, 第一に自然科学的知見である域内マテリアル・フ

ローの把握によって, 第二に域内の利害関係者の意志 (社会的費用・便益の配分) の反映によ

って設定されるものであった｡ 敢えて対応させるとすれば, 前者の手続きによって最小許容限

度が導かれると言えるだろう｡ 言い換えれば, 自然科学的根拠によって導き出された指標が最

小許容限度であり, その最小許容限度を踏まえて, 社会的評価・社会的価値によって選択され

た政策目標が環境基準となるのである｡ いずれにせよ, クネーゼ, カップにとって, 政策目標

である環境基準が自然科学的知見と社会的評価・社会的価値判断の双方に依拠して決定される

べきであることが共通の認識であることは間違いない��)｡
以上の議論から, クネーゼの物質収支アプローチの意義をより正確に捉えるために, なぜ本

稿で敢えてカップの社会的費用論と比較するという方法を採ったかということが明確になって

くるはずである｡ ここまでの議論で明らかな通り, クネーゼとカップは議論の出発点と着地点

を共有している｡ 出発点とは, 環境 (貨幣) 評価の不可能性であり, 着地点とは, 制度分析で

ある｡ カップの場合, 出発点である環境評価の不可能性を累積的因果関係を用いて説明し, 着

地点である制度分析を実質的合理性と最小許容限度によって, つまり最小許容限度によって提

供された科学的・客観的情報に加え, 社会的評価・社会的価値判断にもとづいた合意形成を実

現する実質的合理性を用いて説明した｡

一方, クネーゼの物質収支アプローチは, 環境評価の不可能性に始まり制度分析に着地する

という議論としてこれまで十分に理解されてこなかった｡ なぜなら, 水質管理論との連続性が
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��) 一方で, 環境基準を最小の費用で実現する政策手段として, クネーゼが地域自治組織 (｢流域圏管

理機関｣) による課徴金の優位性を論じているのに対し, カップは国家による直接規制を主張してい

る (���������)｡



全く無視されてきたからである｡ １節で示したとおり, 水質管理論で示された主要な論点は①

維持すべき水質基準をどのように設定するか, ②維持すべき水質基準を達成する, 最も望まし

い方法は何か, ③水質管理を行なう上で最も望ましい制度・組織は何か, の三点であった｡ こ

れらの論点は物質収支アプローチにおいて, ①維持すべき環境基準をどのように設定するか,

②維持すべき環境基準を達成する望ましい方法は何か, ③共有資源の管理を行なう上で最も望

ましい制度・組織は何か, という普遍化された形で継承されている｡ 物質収支アプローチは,

特に①, ②をマテリアル・フローという観点から掘り下げようとした議論であったことは既に

述べたとおりである｡ 水質管理論から連続しているこうした構造は, 物質収支アプローチの議

論のみに目を向けている限り, 簡単には浮かび上がってこない｡ 物質収支アプローチの研究に

おいて, その構造が明確に論じられているとは言い難いからである｡ その構造が見えていなか

ったからこそ, 物質収支アプローチにおける政策的な議論がこれまで見過ごされてきたと言っ

ても過言ではない｡

そして, 物質収支アプローチの構造を体系立てて解釈する契機を与えたのが, カップの社会

的費用論の背景にあった三つの概念である｡ カップの出発点である累積的因果関係と着地点で

ある実質的合理性, 最小許容限度という概念を用い, クネーゼの物質収支アプローチを相対化

することで, 水質管理論から連続する構造をより明確に浮かび上がらせることが可能になる｡

カップの社会的費用論の背景にあった三つの概念を用いて, 物質収支アプローチの構造が体系

的に説明可能な点に着目することで, 物質収支アプローチの議論が環境評価の不可能性に始ま

り, 制度分析に行き着いていることを我々は確信できるからである｡ すなわち, カップの社会

的費用論との比較を通じてこそ, 我々はクネーゼの物質収支アプローチにおける政策論的側面

がもつ意義を, 改めて確認することができたと言えよう｡ エコロジー・エントロピー経済学の

系譜ではなく, 近年制度派経済学に属すと見られているカップを触媒として, 先行研究におけ

る位置づけとは全く別の系列でクネーゼの物質収支アプローチを再解釈しようとすることの意

義はこの点に存在する｡

一方で, クネーゼとカップの違いについても改めて確認しておく必要がある｡ 上記の通り,

クネーゼとカップは, 議論の出発点と着地点を共有していたと言える｡ しかし, そのプロセス

は決定的に異なっている｡ 本稿の検討から分かるとおり, クネーゼは主流派経済学の中心的な

理論的ツールである限界分析 (限界費用の均等化原理を用いた費用最小化問題) や最適化問題

にこだわり続け, 具体的な政策論を通じて外部不経済論を修正・拡張しようとした｡ 一方で,

カップは主流派経済学の枠組みの外側の概念である累積的因果関係や実質的合理性などを用い

て, 具体的な政策論ではなく, むしろ外部不経済論 (主流派経済学) の原理的な批判に終始し

たのである｡

����クネーゼの物質収支アプローチ ���



�. 結 論

本稿の目的は, 先行研究では論じられることのなかった側面に着目し, カップとの比較を通

じて, クネーゼの物質収支アプローチを再検討することであった｡ ここまで繰り返し論じてき

たように, クネーゼの物質収支アプローチは, 同時代人のエコロジー・エントロピー経済学と

は異なり, 経済学の枠組みを生態学や熱力学などの自然法則の観点から根本的に問い直すとい

うことよりも, 政策論的側面に比重が置かれていた｡ 言い換えれば, 廃棄過程を経済分析の対

象に含めマテリアル・フローを描いたのは, 環境基準を経済学の議論にいかに取り込むかとい

う試みであり, 経済学の根本的変革というよりむしろ経済学の拡張・修正を念頭においた議論

であった｡ つまり, 環境基準という代替的政策目標を経済学の枠組みの中でいかに論じるかと

いうことである｡

物質収支アプローチに見られた政策論的側面は, カップが社会的費用論で用いたタームを介

すことによってその意図をより明確化できるというのが, 本稿のスタンスであった｡ つまり,

累積的因果関係, 実質的合理性, 最小許容限度という概念を通じて物質収支アプローチを解釈

することで, クネーゼが物質収支アプローチで何をやろうとしていたのか, より正確に捉える

ことが可能になるということである｡

カップとクネーゼは, 環境経済学において何が重要な論点か, 非常に近いビジョンを持って

いた｡ すなわち累積的因果関係という外部不経済の素材的特性への理解と, それを起点とした,

いかに目標を形成し, 手段を選択し, 実行するかという実質的合理性および最小許容限度に至

る論理展開である｡ しかし, こうしたビジョンの親和性に反して, 一方でカップは一貫した抽

象的外部不経済論批判であり, もう一方でクネーゼは外部不経済論の拡張・修正を意図した具

体的な政策論であった｡ カップの議論に具体的な政策論は見られない｡ カップの外部不経済論

批判と共通の問題意識を, 経済学的論拠にもとづいて政策論に落とし込もうとしたのがクネー

ゼの物質収支アプローチだったと言えよう��)｡
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��) 本稿および西林 (����) で示したとおり, 環境破壊の素材的特性を真摯に受け止め, 環境破壊によ
って顕在化した経済学の意義と限界の探究に取り組み続けたカップとクネーゼが, 経路や方法論は異

なるにせよ, 環境評価の不可能性を前提とし, 最終的に制度分析の重要性に辿り着いているという点

は興味深い｡ ｢ピグー税｣ や ｢コースの定理｣ を処方箋としてきた主流派環境経済学は, 環境評価を

その研究の主要テーマとしてきた｡ 環境の便益や損害が測定できるならば, 発生した外部不経済を正

確に内部化することだけが研究課題となり, 極端に言えば, ｢ピグー税｣ と ｢コースの定理｣ 以外の

処方箋を必要としなくなる｡ 一方で, 環境評価そのものに対して問題提起を行なう研究も少なくない｡

それらの問題提起を受け止め, 改めて環境経済学について考えるとき, カップやクネーゼは, ヒント

となり得る議論を示していると言える｡ 環境問題が抱える素材的特性に改めて目を向け, それによっ

て主流派環境経済学の前提を問い直すことは, 環境経済学の多元性に貢献することを意味する｡ 今,

環境経済学説史研究に取り組む意義の一つは, この点にある｡ 環境経済学説史における, 環境評価の
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