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【論 文】

日本的経営にお ける研究開発投資
誘発シ ス テ ム に関する実証分析

　　　　　　
一 資金調達形態に 視点 を据えた分析
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　日本 の 技術 と経 済 の 好循環は，企 業の 旺 盛 な 研究開発投資に支えられ た技術革新に よ る

もの で ある 。 そ して 「日本的経営シ ス テ ム 」に は，若年労働 者 の 賃 金をその 生産性以下 に

お さえ，そ の差額を自らの 将来 の 投 資に 向け る 「見え ざる出資」が 存在 して お り，こ れ が

研究 開発投資 をは じめ とす る，長期の 不確実性 を有す る 投資 の 誘発 に 少な か らぬ 役割 を 果

た し た 。 こ の 「見 え ざる 出資」は 自社内従業員か ら 間接 的 に 負担 を求め る点で杜員持ち株

制度 （ス ト ッ ク オプ シ ョ ン ）と類似 して い る が，株式発行に よ る資金調達 と異 な り，経営

主体独 自の 判断で 運用する こ とが で きる H 本固有 の 精妙 な シ ス テ ム で ある 。

　しか し，1990年代 の バ ブ ル 経済の 崩壊と 軌 を
一

に し た 低 ・マ イナ ス 成艮や高齢化等の パ

ラ ダ イ ム 変化と と もに
， 「見 えざる 出資」の 機能が低下する に至 っ て い る 。 昨今 の 研究開

発投資離れは，こ れ と無縁で は な い 。

　本研 究に お い て は ，1980 年 まで の 日本経済の パ フ t 一マ ン ス と 1990年代以降 の そ れ と

の 好対照 に視点 を据え て ，製造業主 要業種 の 「見え ざる 出資」及 び資本 コ ス トに 占め る 研

究開発投資の 位置付け等の 計測 をベ ー
ス に ， 以上 の 仮説的見解の 実証を試み る 。

　そ の 結果 ， 「見 えざる出資」が，『若年期の賃金抑制 → 企 業 の 内部留保蓄積 一 設備投

資増加 → 企業成長 → 中高年の 高賃 金支払 い 』 とい っ た メ カ ニ ズ ム を通 じて 企 業成長 力

の 原動力 とな っ て い る こ と を示 した 。

　し か し， 近年 の 高齢 化 ・少子化 ・低，ゼ ロ 成長等 の パ ラ ダ イ ム 変化 に伴 い ，企業側 に とっ

て L記メ カ ニ ズム の 持 つ メ リ ッ トが失われ て きて い る こ ともまた明 ら か で あり，こ れ か ら

の 技術形成 に対す る姿勢は ，研究開発投資額 の 増大 よ りも，より効率的な投資を可能とす

る シ ス テ ム の 構築が 重要 とな る こ とを示 し た、，
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1．1 資本分配率 と研 究開発投資の 関係

　現代 の 社会生活に お い て ，技術 革新 は 経済活動 に

お い て ，そ の 生 産性 ・付加価値 の 増大 に貢献 し，国
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や産業 ・企業 の 競 争力 に 大 きな影響を与え る （ク

ム
ーズ他，1989L8 ］）。

　 日本 はそ の 経済発展過程に お い て ，成長制約 の 主

要因で あ る労働需給の 逼迫に対 して
，積極的 に 技術

の 開発普及 を図 る こ と に よ り，労働 と技術 の 代 替を

促進する と い う，技術 と経済 の 好循環構造 を形成 し

て きた 。 こ うし た技術 と経済 の 好循環構造 は ，輸入

技術 の 積 極的な導入 ， 自前技術 開発 の 促進等 を可能

とす る，旺盛 な研究 開発投資 に 支 え られ た もの と考

えられ る 〔渡辺他，1998 ［18］，2001 ［19］）。

　 しか し，技術 革新 に よ る着実な経済成長 の ト
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の 旺盛な研究開発投資 は 常 に高い 割合で推移 して き

たが，ig90年以 1降，停滞が顕著に な っ て きて い る

こ とが ， GDP に お ける研究開発投資の 割合 の 推移

を表す図 1 に よ っ て 示 さ れ て い る 。

　こ の研究開発投資 の 減少は
， 図2 に示され る よ う

な，研究 開発投資の 源泉 で あ る資本 コ ス トの割合

（資本分配率）の 顕著な低下 に よる もの と考えられ

る 。

　資本分配率 の 減少は，日 本企業 の 収益の 配分パ

ターン が変容 して い る こ とを示 して お り，それ に

は ， 日本 に おけ る研究開発投資資金調達方法の 変容

が 大 きく関わ っ て い る こ とが うかが える。

　企業運営の ため の資金調達手段 と して は，銀行か

らの借入 ， 株式発行な ど が代表的で あ る が
， 日本 に

お い て は そ の投資資 金調達に お い て，外部市場か ら

の 資金調達の み ならず，図3 に 示す よ うな ， 長期雇

用・将来 の リ ター
ン を 補償する代わ りに 若年従業員

の 賃金 をそ の 生産性以下におさえ，そ の差額 を自ら

の 将来 の 投資に向け る 「見えざる 出資」に よる企業

内部 か ら の資金調達を可能 と して きた （小林 ・加護

野，　1988　［9］）。

　 この 「見え ざる出資」は
， 労働生産性に 比 して 若

年期 に は賃金が低 い
一

方 ， 中高年期に は 生産性 以 上

の 賃金 を得 ら れ る，とい う暗黙 の 契約 （島田 ，1986

［11］他）に 基 づ い た年功序列賃金，終身雇用制等

と相互補完関係 にある 。 また，自社内従業員か ら間

接的 に負担を求 め る とい う点で ス トッ クオプシ ョ ン

（社 員持ち株制度）と類似 して お り，そ の形態は効

率的な資金調達 シ ス テ ム とみ なす こ とが で きる 。

　「見え ざる 出資」を，
一・般的な資金調達手法 で あ

る 「社 員持 ち株制度」，「株式発行」と比 較した もの

が図 4 で ある 。 図4 は
， 「見え ざる 出資」，「社員持

ち株制度」， 「株式発行」の そ れぞれ の資金調達形態

に お ける，負担主体，負担形態，負担に対する対価

の 保証及 び対価，集めた資金 の 使途及 び そ の責任の

あ りどこ ろ を示すこ と に より，それぞれにおけ る資

金の 使途及びそ の 評価が ど の よ うに なされ る の か

を，仮説的 に 表 した もの で あ る。

　こ こ で考え られ る 「見 えざ る出資」の 他 の 2種 と

異 なる特徴は，負担者で あ る 企業内部 の 従業員 と企

業の間の 対価の 保証は 「暗黙 の契約」に よ る もの で

あり，明文化 され た保証が な く，そ の 資金調達 メ カ

ニ ズ ム は，企業 と従業員の 信頼関係 の も と に 成 り

立 っ て い る点で あ る。こ の 点 に お い て，「見えざる
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図 1．日本 の 製造業の GDP に お け る研 究開発投

　　 資比率 の 推移 （1970−1998）
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図 3 ．日本型雇用 シ ス テ ム 下 に お ける 労働者 の生

　　 涯所得 の パ ス の 概念図
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図 2． 日本 の 製造業及 び 電気機械の労働 ・資本 コ ス ト比 の 変容 （1980 −1998 ：名 目ベ ー
ス ）
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図 4．「見えざる 出資」，「社 員持 ち 株制度」，「株式発行j そ れ ぞ れ の 資金調達シス テ ム

出資」は会計的に 明確な評価 の 対象で はな く，企業

側 か らす る と，い わ ゆ る 「へ そ くり』的な意味 合 い

が 大 きい
。 そ れ ゆ え に

， 市場評価 を気に する こ とな

く，経営者 の 判断 に 基 づ い た投資が 可能と な る と思

わ れ る 。

　 凵本 に お い て は，工 業社 会，高度経済成長 とい っ

た 1980年代の パ ラ ダイム の 下，労働者 の 企業へ の

定着を もた らす こ と を通 じて，工業杜会の 品質・価

格競争 に 適 し た 縦割 りの 企 業内最適化 が 図 られ，人

的資本形成 に
．一
役買 っ た （伊藤，1996 ［5］，勝又 ，

1995 ［6］，丸山 ，
1999 ［15］）。 先 に 述 べ た よ うに，

若年期の 企 業へ の 「見え ざる出資」は こ れ らの 「m

本的経営 シ ス テ ム 」と称 さ れ る シ ス テ ム と補完関係

に あ り，そ して さ ら に は ，こ の 「見 え ざ る 出資」を

将来 に 向けた研究開発をは じめ とす る 将来投資 に積

極的 に 活 用 す る こ とが
， 技術 革新 ・普 及 を促す財政

面 の ベ ース ともな っ て い た 。

　図 5 に 示す よ う に，日本 の 労働 者 の 生涯賃金 パ ス

は ，年功賃金 の 下 ，欧米 に 比 して 高齢時 に 高 くな る

30025020D15010G50
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図5 ． 賃 金の 年 齢別 格差 （ 製 造 業 男 子 職員2

| 　　 24 歳の賃金＝100 ，19

） 傾 向を示し， ［見 えざる出 資」 が厳然と 存 在

るこ とが う か が

れる。 　しかし1990 年代に 入 り，日 本の経済

会が 情 報 技 術の発 展に よる 情 報 化社 会 ヘシフ

するととも に ， 競争 力 の 中 核 となる技 術の性質

変容し，「 H 本的 経営シ ス テ ム」 の 優位性 が損

われ，賃 金・ 人 事施策 に関す る 改 革が模索され

いる（産労 総合研 究所，各号 〔10 ］，高年齢者化雇

開発協

， 1991 ノ 86N 工 工 一 Electronic 　
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［12］，賃金構造研究所 ，1987［13］）。 こ れ と同時に

「見えざる出資」に よ る研究開発投資資金調達 シ ス

テ ム の 優位性 もまた，損な わ れ つ つ あ る 。

　資金調達面 に お け る 「見えざ る 出資」の優位性 の

低下 は，そ の 投資先 の 判断主体 で ある経営者が ，景

気 の 低迷に よ る 自社利益 の 減少 に ともない ハ イ リ ス

ク分野へ の 投資 を控える
一

方，市場は情報化等 の 先

端技術へ の投資 を評価するようにな っ て きた こ とに

よ る 。

　本研究 に お い て は
， 情報化の 進展 に と もなう

1980年代と 1990 年代の社会形 態 と技術革新体系 の

変容 に視点を据えて ，若年労働者の 賃金をその 生産

性以下 に お さえる こ とで 得 られ る 差額 で ある「見え

ざる出資」が ， 日本的経営シ ス テ ム と相互補完的 に

作用 し，旺盛 な研究開発投資を支えた
一

要因で ある

こ とを念頭に，以 上 の仮説的見解 の 実証 を試み る 。

2． 既 存研 究

　小林・加護野 （1988）［9］は，日 本型 雇用 シ ス テ

ム の 特徴の ひ と つ で あ る年功序列賃金 に お ける，若

年労働者の 賃金 をその 生産性以下にお さえる こ とで

得 られる差額 を「見 えざる 出資」と名付け，こ の 「見

えざ る 出資」が，将来 に向け た 研究開発 をは じ め と

する将来投資に積極的に活用され る もの とした 。

　上記差額 が生 まれ る状況にお い て は，労働者は ，
一

定時点を越え る とその 限界生産性力 以 上 の 賃金を

享受する こ とが で きる が，そ の点に 至る まで は限界

生 産性以下 の 賃金 に 甘 ん じなけ れ ば な ら な い
。

　こ の 「見えざ る 出資」に 経済的な説 明を加える も

の と して，島田 （1986）［11］は，雇用制度に関す

る 「暗黙の 契約 （irnplicit　contract ）仮説」につ い て

述べ て い る 。 「暗黙の 契約仮説」とは，労働者を企

業に定着させ て お くた め に ， 雇主 は労働者と特定の

賃金 プ ロ フ ァ イ ル に 関す る 暗黙 の 契約 を結 ぶ
，
とい

うもの で あ り，こ の 契約が ，雇主，雇用者双方に

とっ て利益 を生み出す条件につ い て理論的に検証 し

て い る 。 こ れ に よ り，長期雇用慣行，定年制そ して

退職金制度な どにつ い て の経済的意味に つ い て言及

して い る 。

　また，Lazear（1979 ［2ユ，
1981 ［3］）は，日本企

業に おける定年制度 の 存在 と年功賃金との 結 び つ き

を理論的 に説明す る もの と して ラ ジア理論を提起 し

た 。 こ れは，日本の 企業 に お い て ，労働者 は，若 い

うち は 限 界 生 産力よ りも低い 賃金を受け取 っ て い る

が ，賃金は年齢 とともに限界生産力の増加を上回 っ

て高 くな っ て い き，中年期の あ る 時点で
， 今度は企

業へ の 貢献 よ りも高い 賃金 をもらうように なる点 を

指摘 し，企 業は
一

定の時期で雇用 を終了 させ なけれ

ば な ら な い
，

と し た 。

　吉田 （1996）［17］は 「見 えざ る出資」を時系列

的 な貯蓄機構 と し て，その メ カ ニ ズ ム に つ い て
， 簡

単なモ デ ル に よ っ て検討を行 っ て い る。労働者 の 雇

用 され る期間を，若年期 ，壮年期 ，高年期の 3 つ に

分 け ，  若年期にある もの は未熟練労働者 で あ り，

後2者は熟練労働者 で ある の で
， 後者は前者 より

一

定の 率で 限界生産力が高 い もの とす る，  年功賃金

で あ る の で ， ある
一

定 の 率 で 賃金格差が 各期間に存

在 ，   労働 者の 年齢構成 は 各機 関 に
一

定 の 率 で 増加

する，とい う3つ の 仮定の 下 で ，こ の メ カ ニ ス ム が

制度的な利益 を生 み 出す条件を導き出 し て い る 。 さ

ら に は
，
上 記モ デ ル に，生産性の 上昇率を考慮 した

モ デ ル も提唱 して い る 。 こ れ に よ れ ば
， 経済成長率

が順調 で 企業規模が拡大 し，年齢構成が裾野 の 広 い

ピラ ミ ッ ド型 で ，生産性 の 上昇が続 くときに は，こ

の メ カ ニ ズ ム が順調に働 くが，成長率の 低 下 ， 企業

内 の 年齢構成が逆転 して い る状況の 下 で は ，労使 と

もに利益 が少な い として い る。

　 平野 （1999＞［14コは，「見え ざる 出資」を生み 出

す年功序列賃金が ， 制度 と して 存在す る こ と を示す

た め，年功賃金が現実の労使関係 の なか で どの よ う

な力学や約束 ・規定 な ど に裏付け ら れ て い る の か，

そ の 制度的仕組 み を具体的 ・実証的 に確認する作業

として，わが国 に お ける大手5社の 賃金制度を比較

した。そ の 結果，従 業員規模 の 大 きな企業にお い て

は
， 管理 的 な容易さ，年功管理 が もた らす安心感 の

大 きさ，教 育・能力開発 の 発揮等の成熟 し た労使関

係の産物と して ，年功賃金が機能して い る こ と を示

した 。

　 楠 田 （1987）［7］は ，高齢化，低
・
マ イナス 成長

と い っ た パ ラ ダ イ ム 変化の なかで ，わが 国の 賃金決

定 は 新 しい 対応を迫ら れ て い る もの と し て ，年功賃

金 の 修正 ， 能力 主義 人事に基 づ い た 賃金 シ ス テ ム の

構築につ い て 述 べ て い る。こ の 能力主義人事に 基 づ

い た賃金 シ ス テ ム の構築に は，  労働者の 能力の 正

確な把握，  企業内能力開発プ ロ グ ラ ム の推進， 

昇進 の 多様化 ， な ど を組み 上 げた トータ ル シ ス テ ム

が必要 で ある こ と を述 べ ，賃金決定 におけ る 課題解

決 の た め の ，政策決定 と管理実務 を提案 し て い る 。
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　米澤他 （1998）「16］ は
， 「見え ざる 出資」が 強制

的な危険資産へ の 投資 と い う性格を有する点に注 目

し
， 勤 労時代が 大きく1期，2期 ， 3期か らなる 3期

間の ラ イ フ サ イ ク ル 仮説 モ デ ル をベ ー
ス に年功序列

を定式化 して，「見えざる出資」が株式需要 に影響

を与え る 下 で株式需要 の 最適化 を考える 関数モ デ ル

を構築 した。さ らに は こ の モ デ ル を用 い て
， 我 が 国

の 株 式市場 の特徴の ひ とつ で あ る，家計 の 資産選択

に お い て株式保有比率が先進主要国に比べ て著 しく

低 い 原因が，危険回避 度の 差異で は な く，制度 と し

て の 「見え ざる 出資」にある こ とを計量的に示 し て

い る 。

　 また，Okazaki （1993）［4］は，企業 の 役員 の 業

績 とそ の 報酬 の 関係 をみる こ とで賃金 プ ロ フ ァ イル

と生産性 プ ロ フ ァ イ ル を推計し
， 凵本 の 内部労働市

場に お い て 「見えざる出資」が観察 され る こ とを検

証 して い る。

　以 上 の よ うに
， 「見 え ざる 出資」を生 み 出す年功

序列賃金が制度 として存在す る こ とを経済学的 に 論

じる もの は多 く存在する もの の
， 労働者 の 限界生産

性の 計測 の 困難 さか ら，そ の 存在自体を計量 的 に 示

す実証 的な分析は あま り行わ れ て い な い ．

　労働賃金の 側面 か ら， 労働者 の 限界生産性 と し て

の 労働 の 質 を計 測 し た もの と し て は
， 労 働 白書

（1996）な どがある 。 こ の労働 の 質指標 の 作成 に 際

し て は
， 産業計 の 賃金 の 学歴 ・勤続年数別格差を労

働 の 質 を表す指標 とみ な し，こ れ を各産業の 労働 者

構成で加重平均 した もの を，それぞれ の 産業が保有

す る労働力の 平均的な質を表す指標 と して 算出 して

い る 。

　本論 文 に お い て は ， ヒ記 の 労働の 限界生産性と し

て の 労働 の 質の計測 を基 礎 に
， 「賃 金 構造基本 統計

調査」（労働省，1975−1998年）をもと に，凵本の 電

気機械を対象に ，1975−tg98年の 間の 年齢階層別 の

性別 ・学歴 ・勤続年数の 各職能 に応 じ た 賃 金 プ ロ

フ ァ イ ル を計測 し，「見えざる 出資」の 計量 的な分

析 を行 う。

社会 に お い て は，日本的経営 シ ス テ ム に 支 えられ た

「見 えざる 出資」が 有効 に 働 い たもの の ，1990 年代

に 入 り，日本 の 経 済社 会が情報技術の 発展 に よ る 情

報化社会 ヘ シ フ トする と と もに ， 競争力の 中核とな

る 技術 の 性質が 変容し，「見 え ざる 出資」ひ い て は

日本的経営 シ ス テ ム の 優位性が損なわ れ つ つ ある こ

と を検証する 。

　第2 節 で は ，「見 えざ る 出資」， 資本分 配率，研究

開発投資の相互 関係を考察 し，さらには年齢階層別

賃金 プ ロ フ ァ イ ル 及び労働の 限界生産性の 計測 を通

して ，「見 えざる出資 】の 計測を行 う。さらに，「見

えざ る出資」と研究開発投資 ・技術 ス トッ ク との関

係 を 見 る こ と に よ り，「見えざ る出資」の 低 Fに よ

る研 究開発投資へ の 影響を分析する 。

　第3節で は
，

以 ヒを元 に 「「
．
1本的資本市場」の根

幹をなす 「見 えざる 出資」の 研究 開発投資誘発 メ カ

ニ ズ ム に つ い て検証
・
評価す る とともに ，政 策含

意 ， 今後 の 継続的検討課題 を示す 。

11． 分析

1． 「見え ざる 出資」に よる研究 開発 投資誘

　　 発 メ カ ニ ズ ム

1．1 「見 え ざる出資 」，資本分配率，研究開発投

　　 資の 相互 関係

　199〔〕年代 の 研究開発投 資の 減少 の 主要 因で あ る

資本分配率 の 低
一
ドは，企業が前倒 し的に 設備投資を

実行す る資源を内部留保 す る余裕 を 減少 させ る ，す

な わ ち「見えざる 出資」の 減少 を示 唆す る もの で あ

る。

　 こ の 構 図 は 図 6 の よ う に 示 され る
。

　こ の 「見え ざる出資」の減少は，1990年代 の 低 ・

マ イ ナ ス 成長，高齢化等の社会環境 の 変化 ととも

に，IT 化に伴 う工業社会か ら情報化 社会 へ の 進展

と い っ た企業 の 技術革新活動の パ ラ ダ イ ム変化に よ

St ↓ → Gcc ↓→ 1〜↓→ T ↓→ V ↓

3． 研究 の 焦点

　本論文 に お い て は ，若年労働者 の 賃金 を そ の 牛 産

性以 下 に お さえ る こ とで得られ る差額で ある 「見え

ざる 出資」が ，日本 的経営シ ス テ ム と相 互 補完 的 に

作用 し，旺盛 な研究 開発投資を支え た一
要因 で あ る

こ とを念頭 に ，1980 年代 まで の 製造業 中心 の 経済

技 術 と経 済の 好循 環 構造 の 破綻

ST 　　 ；’
見 え ぎる出資 」　（若年 期 に お ける 限界生 蓙 性 と賃帝 の 差 顴）

σ CC 　 ．資 本＝ス ト

R 　 　 　 ： 研 究 開発 投資

T　　　　：　技徳 ス ト ッ ク

V 　　　　；　付加価 ｛直　（GDP 〕

　図 6．「見 え ざる 出資」 の 減 少 に 伴 う技 術 ス トッ

　　　 ク 停滞 の 悪循環
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研 究　技術　計画　 Vol，】6，　 No ，3／4，200 直

りt 競争力の 源泉とな る技術 の 性質が 変容 した結

果，次 の ような構造 を成した もの と考え られ る 。

  マ イナ ス成長，高齢化 等の 社会環境の変化は，

　 企業が前倒 し的 に 設備投資を実行す る 資源 を 内

　 部留保す る余裕 を減少 （「見えざ る 出資1 の 減

　 少）。

  同時に
，
IT化 に伴 う工 業社会か ら情報化社会へ

　 の 進展とい っ た企業の 技術革新活動の パ ラ ダイ

　 ム 変化に よ り，縦割 りの 企業内最適化 を支え る

　　日本的経営 シ ス テ ム の崩壊 （「見えざる出資」の

　 効率性の喪失）。

  こ の 結果 ，
1980年代 まで は比較的安定に 推移 し

　　て きた労働 コ ス ト・資本 コ ス ト比 （労働 ・資本相

　 対価格）に齟齲 を来た し，労働 と資本 の 代替を

　 停滞させ ると と もに ， 労働 コ ス トが 資本 コ ス ト

　　を圧 迫す る こ と に な り，資本分配率が低下 。

  こ れが ，
ひ い て は 「聖域」で あ っ た研究開発投

　　資の 抑制 に つ なが り，
企 業 の 研 究開発離れ を来

　　し，技術 ス トッ ク の 増加 を停滞。こ れ は 生産性

　　の 持続 的向 ヒを困難化させ ，技術の 労働 ・資本

　　へ の 体化及び代替に 支え ら れ た 技術 と経済の好

　　循環構造の 破綻，「見えざる出資」 の 更 な る減

　　少，とい う悪循環 を招来 、

　次に
， 「見え ざる 出資」を計測す る こ と に よ り，上

記仮説 の 検証 を行なう。

1．2 「見 えざる 出資」の メ カ ニ ズ ム

　 日 本 型 雇用 シ ス テ ム に お い て は，若年労働 者の 賃

金 をその 生産性 （労働 の 限界生産性）以 下 に お さえ

る こ とで得 られ る差額を 「見え ざる 出資」 と して
，

将来 に向け た研究開発をは じめ とする将来投資 に積

極的に活用す る 。 こ の 「見えざる投資」は 「若年期

の 賃金抑制 → 企業の 内部留保蓄積 → 設備 投資増

加 → 企業成長 → 中高年 の 高賃金支払い 」 とい っ

た メ カ ニ ズ ム を通 じて ，企業成長力の 原動力に なる

一
方 ，

企 業が将来の 高齢化や 成長率な どを把握 して

い る もの とす る と，労働者の 生涯賃金 は生涯の 限界

生産性に等 しくな る。

　若年労働者 （a
。

〜a
仞
才） の 賃金を そ の 生産性以

下 に お さ え る こ とで得 られる差額 をSL， 中高年労働

者 （am 〜
an 才）の 賃金 とそ の 生産性 との 差額 を S

，

と した と き，こ の 構図 は，年齢階層別の 賃金 プ ロ

フ ァ イル （W ）及 び 労働 の 限界 生 産性 （∂V1 ∂L ）を

計測す る こ と に よ り，図 7 の よ うに 示さ れ る 。

　 Si，　 S2は次 の よ う に示 され る 。

s
・　・　Ja：

m

（諾
一Wi）L ，

・・− s2・疏〔Wi
一諺〕…

　 　 　 　 　 　 i ： a 〜a
　 　 　 　 　 　 　 　 （｝　　　 n

　　　　　　 L ：年齢 ’の 労働者数
　 　 　 　 　 　 　 ’

　　　　　　91／，

・鞴 の 蠣 者・ 限裡 性

　　　　　　wi ：年齢1の労働者の賃金

　労働者の 生涯賃金は生涯 の 限界生産性に等 しくな

る よ うに a が 定 め ら れ る とす る と，　　　　 m

・1
・ s2・疏儲一

・）・μ・・ ∬
n

〔殕
一ll／

，）ム ・’

　 　 　 　 　 o

と な る の で ，「見えざる 出資」として の S
，
の み を今

後は考えて い く。

1．3 年齢階層別賃金 プ ロ フ ァ イル の 計測

　「賃金構造基本統計調査」（労働省，1975−1998年）

をもとに，日本の 電気機械 を 対象に
，
1975−1998 年

の 間 の 年齢階層別の 性別・学歴 ・勤続年数の 各職能

に 応 じた賃金 プ ロ フ ァ イル を計測 し た 。

　賃金 と し て は所定内給与 （名目）を用 い た 。 実質

賃金 の 計測 に お い て は，消費者物価指数を用 い て 実

質化 した 。

　年齢 階層 17才 か ら 65才に 至 る 職 能平均 の 名目賃

金 の推移 の
一．
例 （1998年）は

， 図 8 に示す通 りで

ある 。

千
（
円）

lse プ ゜ フ ア イ ル

二 労働の 限 界生 産性

α仔　　　　　　　　 α仂　　　　　　　　 a月　 年齢 ’

図 7．日本型雇用 シ ス テ ム 下 に お け る，労働者 の

　　 生涯所得 の パ ス

400

300

2QO

Ioo

　 　 0
　 　 　 −17　 1R−19　PO−24　25−29　30−3435 −39　40 嘱 4　45−49 　50−54 　55−59 　60−fi4　 fifi一

図 8．日本の 電気機械 に お け る年齢階層別賃金プ

　　 ロ フ ァ イ ル （1998 ）

　　 資料：賃金 構造基本統計調査
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1．4 労 働 の 限界生産性 の 計測

　労働能力 （能力を加味 した 労働力量 で，労働 の 限

界生産性を表す）は
， 性別，学歴，勤続年数の 各職

能 に 応 じて 異 なる もの と し h
，

イ）そ の レ ベ ル の違 い は ，賃金水準 の 違 い に対応

　　 し
2｝

，

ロ ）全体の労働能力 は
， 各職能の 労働者数に依存

　　 する

もの とす る 。

　年齢階層 ∫の 労働能力 を Lqt と し，性別 〔男女），

学歴 （4 区分），勤続年数 （9 区分）の 職能構成毎の

労働者数及 び 賃金 を ， LSit〈iニ12），Le
」
t （ノニ1− 4），

ム・
、
・　（k − 1− 9）・WSit （i − 12 ＞・吻 （1司 一4），

Wc：
kt （k ＝ ト g） とする 。

  年齢階層 tの 労働者総数をLtと した とき，
以 ヒの

構成は，表 1 に示す通 りで あ る 。

　分析区分 は ，年齢 階層 （’） 12区分 〔−17，18−19，

20−24，25−29，　3〔〕−34，　35−39，　40−44，45−49，　50 −54，
55−59，60−64，65一歳以 上 ） ご と に ，

性 別 （s）　　 2 区分 　男，女

学 歴 （e）　　 4 区分　中卒，高卒，高専 ・短大

　　　　　　　卒 ， 大卒

勤続年数 （c ｝．9 区分 　O，1−2，3−4，5−9，10−14，

　　　　　　　 15−19，　20−24，　25−29，　3  一

に 区分 した 。

　従 っ て ，

年齢階層 ’の 職能構成ブ （＝s．e，　c） の労働者数

・

 
一LfUt

C

た

8
・
み

2

5
．
恥

L

＝

＝

＝

ブ

κ

♂

刈
斗

ハ
ソ

ー
　
1

＝

＝

．
丿

え

　1998 年の 日本 の 電気機械 の 年齢構成別，職能構

成別労働者 数及び賃金 は表 2 に 示す通 りで あ る。

表 1．年齢階層別 ， 職能構成別 労 働 者数及び賃金

　　　　　 年 齢階層

職能 構成
1 t n

S ：性 別 （Scx ｝

SI

S、

Sz

（LslI、WslD

（Ls、1，WSII ）

（Ls21，Ws21 ）

（Ls1重，　Wslt）

（Lslt，　Wslt）

（Ls2t，　Ws2t）

（Ls ［n，　Wsln ）

（LSI叫 Ws 、n ）

（LSz恥 WSzn ）

E ：学歴 （EducatiQn）

E ヒ

E
］

』

（Le11，W 。 lD

（Le 」1，W 。の

〔Le41，Wc4 量）

（Lelt，W 。1t）

（L 。 ，t，鴨 コt）

（Le4ヒ，We41）

（LCIn．鴨 1n ）

〔Leln，W 白、n ）

（Le4n，鴨 4n ）

C ： 勤続 年数 （Car。er）

Cl

Ck

Cg

〔L じL1，W じ 匿1）

（Lc 。1，W 。 K1 ）

（LcJ ，Wc り1）

〔L ¢ It，　Wc ［吐）

（LCkt、　WCkt）

（LCgt，　WCgt）

（Lcln，　Wcln ）

（LCk皇  W 。kn ）

（Lc9恥 WCgn ）

労 働 能 力

労働者数

Lq ⊥

LI

LqtLt LqnLn

1） デ ニ ソ ン （1962） ［1］は労 働 の 質に 関 す る 先 駆的 な 研 究に お い て ，労 働 の 質 を 年齢 ・性 別 ・人 種 ・能力 の 関数 と して

　 分 析 を行 っ た 。 以 来，労働の 質を示 すマ ク ロ 指標 を 賃 金 の 関数 と して 測 る事 例 に お い て は，性 別 ・
学歴 ・勤 続年数別

　　の 賃金 格差 を用い て 構築する こ とが
一

般的で ある。
2） 賃 金 そ の も の は ，労働 能力 の 他，有 効 求 人倍 率 や物 価 指数 等 を加味 して 決定 され る の で，労働 能力 と賃金 との 絶対 値

　　は 必 ず し も
一

致 しな い が ，各 職 能構 成 内 で の 賃 金水 準の 違 い は労働能力 レ ベ ル の 違い に 対 応する もの と考 え られ る。
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衷 2． 日本 の 電気機械の年齢階層別 ，職能構成別労働者数及 び 賃金 （1998 年）

　　　−17才 　 　　 　 18−19 才 　　 　 20−24才 　　　 25−29 才 　 　　 30−34才

　 　 　LW 　 LW 　 LW 　 LW 　 LW

35−39才

L　　　W

性別 男

女

26　 140．614
　 108，1

40　 129、21659

　167．9
1395　156，6

9449　196．7
6677　1フ2、617036

　235．5
7732 　194．617763

　288．4　　　　14430 　　3412

4B73　203．7　　　　 4046 　　　197

学 歴（計）　 中学

　　　　 高校

　 　 　 　 高専

　 　 　 　 大学

103　 150．4
2952　 163．2

　 375　170．5
11313　182．9
2387　185．3
2051　212．4

　 449　190．8　　　　　　531　 205．2
14226　209．4　　　　12787 　247．0
3436　221．7　　　　　1839 　　269．5
6657　254、0　　　　　7480　314．4

　 619　 238．0
10337 　　267．9
1212　　298．フ
6309　 387．0

勤続 年数　 　 0

　 　 　 　 　 1−2
　 　 　 　 　 3−4
　 　 　 　 　 5−9
　 　 　 　 10−14
　 　 　 　 15−19
　 　 　 　 20−24
　 　 　 　 25−29
　 　 　 　 　 30−

　 　 　 　 　 Lt

3712135126

．3
1840　159．3
1199　167．9
　 16　177．8

2710　184，4
5931　182．7
3797 　 186
3689 　195．7

1346 　203．8
3294 　214．8
3156　226．4

14839 　224．9
2133 　226．5

780 　226．2
1426 　 211．1
1078 　 　241

8000　　279
9317 　276．9
2035 　 278．1

565　 216，2
1087　　215、7
762　　236．8

2863　　265．6
6013　　336，9
6047　　335．6
1140　　322．3

40 3055 16127 24768 22636 18477

40−44 才

L　　 W
45−49才
L　 　 W

50−54 才

L　　 W
55−59 才

L　　 W
60−65 才

L　　 W

65一才

L　　　W

性別 男 1090239413424439 ．5
女 4726178 ．86474182 ．59692

　472．1
4461 　 186．77010

　450、4
3083 　1ア7．9

851　 326．7
413　153．1

364 　　217．2
62　 136．3

学歴（計）　 中学　　 1899 　246．6　　 377127 フ，0
　 　 　 　 高校 　 　 8782 　278．1　 　 11741317 ．4
　 　 　 　 高 専　 　 852　354．7　 　 　 931422 ．3
　　　　 大 学　　4096　470．9　　 3457554 ．4

404873065112288308，1346
．9444
．0612
、0

3631　 303．5
5204　353．9
190　451．2
1069　632．4

4フ9　 196．0
590 　284．1
51　 365．1
145　423．7

182　　160．9
204　　214．5
16　 225．4
25　 442．2

勤続年数　　0

　 　 　 　 　 1−2
　 　 　 　 　 3−4
　 　 　 　 　 5−9
　 　 　 　 10−14
　 　 　 　 15−19
　 　 　 　 20−24
　 　 　 　 25−29
　 　 　 　 　 30一

413　 195．4
867 　 200．8
663 　 208．1

2209 　　236．7
2286　 294．7
3830 　　408，7
3448 　　379．7
1911　　 354

333　259．9
894 　216．9
760 　228．4

2504 　　212．6
2291　　241．1
1826　323．9
2625 　448．8
6209 　 448．2
2457　402．8

　181

　56941913221491127610342787507514154
302．8243226

．6209
．8227
，1246
，5331
．2503
，2481
．9

　 　 　 　 Lt　 　 15627

L ： 労働者数 W ；賃金

19899

　 173 　270．5
　 387　262．8
　 327　2ア0．7
　 946　249．2
　 989　221．5
　 946　229．8
　 781　261．5
1051　353．6
4494 　494．2

10094

　 81　 210．5
117　236．9
180 　　193．9
210　　257

156　275．6
　 99　 250．4
112　　 223

　 84　313，5
226　391．5

1265

18　　212
62　 169，9
43　 187．2
109　　191．9
92　 168．1
16　 191．8
28　 287．7
13　 199．7
46　 331．6

427

　年齢階層 tの労働能力を Lqt と し，性別 （男女），

学歴 （4 区分）， 勤続年数 （9 区分）の 職能構 成 毎の

労働者数及び賃金 を，LSit（仁 1，2），乙
〜壇

＝1・− 4＞，

L ・
、
t （k ・1 − 9）・W ・

、
t （i＝ 1，2）・W ・

、
te

’
・ 1− 4）・

IVCkt（k＝1〜g）と す る。

　こ の とき，Let は次 の 関数 で 表される。

Lqt＝F （LSIt，　Ls2t；Leit
’”．　Le4t；Lc

，
t・…・　L｛」，）t）

　　≡ F （Ls，
t，　Lejt・Lc

ん
t）　　i

＝1・2；j＝1； ”
・4； k ；1・’”・9

　　＝F （Lfblt）　　　　 f≡ s，　e，　c ； u ニi，j，　k　（1）

　Lqt は積関数 （耳 Xi）で表 さ れ る の で 3），（D 式　　　　　　　　［
の 対数をとる と，（2）式の よ うに表すこ とが で きる 。

　　　 ln・Let ＝G 〔ln　Lf・t｝　 　 　 　 （2）

　（2）式 の 両辺 を年齢階層 t で 微分 。

　　
41
黔 ・   鵬 ・41黔

’

警一
温

・ f。t
・
鶚

「

幽 ・争 り（・）

こ こ に，

z
勧

一 i詳詈緩｝一 鵬・穿＝ 轟｝／瑟・警
　　　　 但 し，V は生 産 （付加 価 値 ：GDP ）　 （4）

　生産価格 （GDP デ フ レータ）をP と し
r　
Lqt，　Lfut

の 賃金 をそれぞれ Wet，　Wfut とす る と
， 賃 金 が 競争

条件下 で 決定され て い る場合 に は，

　　 ∂v ＿Wfut　 ∂v ＿Wqt

　　∂Lfut　 P 　　∂Let　 P

で表 され る の で
， 従 っ て，

3） 一
般 に，Lqt は 次 の よ う な コ ブ ・ダ グ ラ ス 型 の 関 数 で 表 され る。

　　　Lgt 一
岬 鄭 ワ牛 り聯 　 A ・ ス ケ

ー
ル フ ・ ク タ

ーT α
f・げ＝S・e・C・U ＝1，ノ，k）： 弾性 値

ノ9ノ
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…   ／聖・
穿・鰡；穿・臨 …

　（5）式 は各職 能区分 の 価値シ ェ ア （各職能区分 に

属す る労働者の支払賃金総額 の ，その 年齢階層全労

働者 の 支払賃金総額 に 占め る割合） を示す 。

　従 っ て，年齢階層間の 労働能力の 変化率 は，

　　　蠏
1 一
揖臨

・
舞 　 　 ・・）

で 表され る 。

　年齢 階層 tの 労働者数を Ltとす る と，年齢階層間

の 労働 の 質の 変化率錫、は次式で表さ れ る。

　　　・。

・鵠 笋 　 　 　 〔・）

　基準時点 （t ＝0）の 労働力を L
，yC，

と す る と，　L，，、
は

　　　Let；L，lo（1 ＋ 9e，）
t

　　　　　　　 （8）

　で 表 され る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ∂v

　Lqtは労働 の 限界生産性 π 　に
一

致する の で ，
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 t

（8）式に よ っ て ，年齢階層別 の 労働 の 限 界 生 産性 を

計測す る こ とが で きる。

1．5 「見 え ざる 出 資」の 計測

　（3）で計測 した年齢階層別賃金 プ ロ フ ァ イル 及び

（4）で 計測 した Lq に よ り，図 5 で 示 した よ うな労

働者 の 生涯賃金 ・労働限界生 産性 パ ス を描 くこ と が

で きる 。

　労働者 の 生涯を通 じ，S
、

＝ S
、
とな る の で ，

　　　flii［Lqi
− vv・（・）］・dt・・ 　 　 （・）

　 　 　 　 0

　こ の 式を用 い て （8）式 の L、i。
を求 め る こ とが で き，

実際に は L
、o
ニLOO （基準時点 二20才 ）とな る よ う

に ， 賃金 プ ロ フ ァ イ ル を調整する 。

　口本の 竃 気機械に つ い て 年齢 階層別 の 賃金及び 限

界生 産性 の 推 移を計測 した結果 は表 3 及び図 9 に

示す通 りで あ る 。

　さ ら に 「見 え ざる 投資」S は ，L − W ≧ 0 を維持
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ii

す る 限界年 vap　an
，
を用 い て ，

表 3． 日本 の電気機械の 年齢階層別限界生産性及び賃金 （1975 −1998 ）

20−24才　25−29オ　30−34才　35−39才 　40−44iS　45−49才 　50−54オ　55−59才 　 S1

1975 限 界生産性 　　】、00　　1．17　　 1．34　　 L37　　 t．29　　 1、34　　1、3B

　　賃金 　　　　　0．30　　0．75　　 1、30　　1．49 　　 1．39　　 LSI　　 l、78

1980限界生 産性　 　 1．OO　　 1．t9　 　 1．34　 　 1．46　　 1．41　　 1．41　 　 1．42

　 　賃 金 　 　 　　 　 ，55　 　 0．89　 　 1．27　 　 1．54　 　 1．61　 　 1．55　　 1、59

ig83 限界生 産性 　　 1．OD　 　 l．15　　 1．33　 　 1．41　 　 133　 　 1．34　　 1、41

　　賃金　　　　　　　　　0、62　　　　0．92　　　　127　　　　1．47　　　　1．46　　　　L39　　　　1．61

1985 限界生産性 　　LOO 　　 1．10　　 L21　　 1．27　　 1．31　　 1．34　　1．3．2

　 　賃 金 　　　　　　　　　0．56　　　　D、79　　　　1．07　　　　1、31　　　　1．45　　　　　58　　　　1、53

1987 匹艮界生 産忙ヒ　　　　1．00　　　　1、  9　　　　1．20　　　　1．26　　　　1．34　　　　1．36　　　　1．35

　 　 賃 金 　　　　　　　　　0，55　　　　0．79　　　　LO3 　　　　1、28　　　　1．SO　　　　1．60　　　　1．56

19ee 限 界生 産 性 　　 LOO 　　 l．06　　 1．13　 　 1、21　 　 1．26　　 1．29　 　 1．32

　　賃金 　　　　　0．55　　 0．77　　 LOD　　 IA8　　 1．39　　 1．49　　 1．61

1．37
　 　 493
1．39

1．42
　 　 3，12
1．37

1．44
　 　 2．64
1．53

L35
　 　 3．07
ユ．41

L36
　 　 3，14
1．5‘）

1．28
　 　 3．13
］．39

1995 限 界生 産性 　　 1．GO　　 l．18　　 1．33　 　 1．47　　 1．67　 　 1，79　 　 1．82　 　 1．S7　 0．82

　 　 賃 金 　　　　　　　　　0、88　　　　1．08　　　　1．33　　　　1．51　　　　1．65　　　　1．83　　　　■．93　　　　L82 　　　　1

1998 限界生産性 　　 LOO 　　 l．10　　 122 　 　 1．31　 　 1．45　 　 1．60　 　 L62

　 　賃金 　　　　 　0．74　　 0．93　　 1．18　　 1．38　　 1．49　 　 L63　　 1．761

．60
　 　 L80
1，69

20−24才 の 限 界生 産 性 ＝1．00

ノ92 ．
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−49　 50−54　 55−59
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0．30

1．80

1．30
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0．30

180

1、30

0．80

0．30
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1．5

1．D
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2e−24　25−29　30−34　35−39　CO−44 　45
−49　50−54 　55

−59
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20−24　　25−29　　30−34　　35−39　　40−44　　45−49　　50−54　　55
−59

1998 年

050　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．5
　 　 20−24　 25−29　 30−34　S5−39　 40一唱 　　45−49　50−54　55−59　　　　　　　　　20−24　25−29　 30−34　 35−39　4臣 個 　　45
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　　　　 図 9． 日本 の 電気機械 の 年齢階層別限界生産性及び賃 金 （1975 −1998）

　　　・1
・ J．1”’

［Let
一
喇 ・’　　 （1・）

　 　 　 　 　 　 o

に よ り求 め る こ と が で きる 。

　図 9及 び 表 3の 賃金及 び労働 の 限界生産性の 計測

結果 を用 い て ， （10）式 によ り電気機械の 「見 えざ

る 出資」を計測 し た結 呆 は 図 10 に 示す通 りで あ

る 。 図10を見る と，電気機械 の 「見 えざる出資」は

第 1次，第2次石油危機後の イ ン フ レ 傾 向 の 中で 減

少傾向をた どっ たが ，1983 年以降の 石油価格安定

下 で の イ ン フ レ の 沈静 と共に安定化を回復 し，そ れ

6

　
4
　
　

　
　

　

　
　

　　
2

勗
「

見
え

ざ
る

出

資」

　 0
　 19ア51977 　1979 　1981　1983　198519a7 　19891991 　199319951997

図 10 ．日本 の 電気機 械 の 労 働 者 一人 当 た り の

　　　 「見えざる 出資」 の 推移 （1975 ・1998 ＞
　　　

− 20 〜24 才 の 限界生産性 ＝1．00
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を持続 した が ，1991 年 の バ ブ ル 経 済 の 崩壊 と共に

急減 した こ とが伺わ れ る 。 1995，1996 年の 景気 の

小康 と共に やや同復 する も，1980年代の水準 に比

べ る と は る か に低位 に とどま っ て い る。

2． 「見 え ざる出資」の低下 に よ る研究 開発

　　　投 資 へ の 影 響 4）

2．1 「見 え ざる 出資」と資本 コ ス トの 関係

　「見 えざる出資」S
、
は次に 示す よ うに，賃金 の硬

直性 の 関 係 か ら系列相関 の 有無 に 関して 不決定 で あ

る もの の ，資本 コ ス トGCC と強い 相関を有 し，そ

の 減 少 は 資本 コ ス トの 抑 制 に帰結 す る 。 こ こ で

D
四 7s

は ダ ミー変数 で あ る （1975 ＝旦，そ れ 以外 ＝＝O）。

　 　 　 ］nGCC ＝ a ＋ λt ＋ blnS ＋ c：D
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 I　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 197s

l975−1998年の電気機械 の 例

　　　　a 　　　 A　　　 b　　 adj ．R2　　 DW

　　　O．092　　　0．499　　　−0、514　　　0，931　　　　1．15

　　 （11．46）　　（4．29）　　〔−3，49）

2．2 資本 コ ス トと研究開発投資・技術 ス トッ ク

　　 の 関係

　資本 コ ス トの 抑制 は，研究開発投資を抑 制 し， ひ

い て は 技術 ス トッ ク を停滞させ る こ と に なる ため ，

持続的 な技術革新に は 研究開発投資 が 欠 か せ な い
。

同時 に こ の 研究 開発投資 は資本 コ ス トの
一
部 で あ

り，そ の 趨勢は資本 コ ス トの 趨勢 と切離 す こ とが出

来 ない 。

　そ こ で，「見 えざる出資」と強い 相関 を 有する資

本 コ ス ト と研 究開発投資 ・技術 ス ト ッ ク の 関係 を見

る こ と に よ り，資本 コ ス トの 技 術革新に対する貞

献 ・影響を 検証す る
。

（1）資本 コ ス ト及び研究開発投資の 構成

　資本 コ ス トは ，企業や 自営業者 の利潤で ある 「営

業余剰」， 生産者 が構築物 ・
設備 ・機械等 の 価値の

減少 に備え て積み 立 て る 「固定資本減耗 」及 び間接

税か ら補助金 を控除 した 「純 間接税．1で 構成され ，

「周定資本減耗」 は 貯蓄 と共 に 設備投資及 び研究開

発投資の うち の研究開発資本費用 に あ て られ る 。 そ

の 構成 は
， 図 11 の ように示さ れ ，1975−1998 年 の

問の 日本 の 製造業及 び 電気機械 の コ ス ト及び投資構

成 の 推移は ，表 4 に 示す通 りで あ る 。

（2）資本 コ ス トと研究開発投資の 関係

　以上 の 構成 をベ
ー

ス に，資本 コ ス トと研究 開発投

資 との 関係 を分析する と，図 12 の ように示さ れ る

の で
，
こ の 関係 をもと に，資本 コ ス トと研究 開発投

資本 コ ス ト

　（GCC ）

営業余剰

純 間接税

固定 資 本 減耗

儲1
図 fl ．

　　　　　　　　　　　　　｝・・
　 　 　 ノ　 （設備投 資）

　 　 　 Rl （研 究 開発 資本 費川 ）

　 　 　 Rl （研 究 開 発研 究者 費用）

　　　 Rm （妍 究 開 発 原 材 料 費用 冫

　 　 　 R ・ （研 究開発 エネルギー費川 ）

資本 コ ス ト及 び 研 究開発投資の 構成

R 　 （研 究 開 発 投 資 ）

　　　　　　　   　　　　　　　　　  　　　　　　　　　 
（rσc （資本 コ ス ト）　GFC （固定資本減耗 ）　 Rκ（研究開発資本 費用） R （研 究開発 投資〉

一
　　　　　　　　　　　　　  

図 12．資本 コ ス トと研 究 開 発 投資との 関係

4 ） 以 下 の 分析 に 用 い ら れ る デ
ー

タ に つ い て は，〈 参考 〉 を 参照。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研 究　技術　計画

　　　　　　　　表 4． 日本の製造業及 び 電気機械の 資本 コ ス ト及び研 究開発投資関連投　（1975−1998

　　　　　　　　　　

Vol．16，　 No ．3i4．2001

名 目，10 億円）

製造 業 19B7年 1988 年　1989年 1990年 1991年 1992 年 1993年 1994年 1995年 1996 年 1997年 1998年

資本コ ス ト 41724．545800、248823，052403．255382 、752582．046521 、942349 ．944048 ．945359 ，145297、942361 ．8

営業余剰 1ア477β 19959．3　20896 ．222000 ．223015 、418064 ．412598 ．78006 ．110908 、711444 ．110676 ．46039 ．0

純間接税 10B39．611745 、7　 11911 ．212997 ．312972 ．813852 ．313540 ．213699 ．514018 ．514770 ．6 」5029 ．3160 玉4．2

固定資本 減耗 13407．614095 ．2　16015．617405 ．719394 ．520665 ．320383 ．020644 、319121 ．719144 ．419592 ．220308 ．6
　曽，

研究 開発投 資 6010．B
　　鬯
659斗．3　 ア468、38421 ，89061 ．69027 ．26583 、88387 ．88672 、19141 ，09678 ，19809 ．5

研究開 発資本費用 20了4、92291 ．4　 2691．O3078 ．73409 ．63324 β 2刀 4．82610 ．42684 ．42945 ．63162 ．83264 ．4

研究開発研究者 費用 2514．52721 ．8　 2998．93308 ．13536 ．9369123750 ．33799 ．73926 ．24011 ．24148 ．84210 ．1

研究開発原材 料費 用 1251．61408 、1　 1599．6183221896 ．41797 ．21B36 ．01775 ．11847 ．21956 ．12102 ．12091 ．3

研究開発 工耡 キ
’一費 用 169．7170 ．0　　 178．7202 ．8218 ．7214 ．5222 ．6201 ．5214 、2228 ．1264 ．5243 ．7

に 9．49 ．610 ．310 ．410 ．8
発投資割合 （％〕

13．211 ．7　　 11．910 ．510 、09 ．79 ．0

謹 1975 年 1976年 1977年 1978年 1979 年 1980 年 1981年 1982年 1983年 1984 年 1985年 1986年

資 本コ ス ト 1492．62150 ．92293 、62531 ，22870 ．53285 ．73666 ．64126 ．64 フ43．96335 ．76402 、86329 ．O

営 業余 剰 787．71387 ．31390 ．61519 ．0167121942 、O2068 ．72250 ．62647 ．83636 ．23198 ．52937 ．4

純 間接税 291．2333 ．3393 ．1441 ．4528 ．6504 ．25482597 ．1611 ．1768 ．6870 ．2B42 ．4

固定資本減耗 413．7430 ．3509 ．9570 ．8670 ．7839 、51049 ．71278 ．914851930 ．92334 、12549 ．2

研究開発投資 399．7468 ．9498 ．9560 ．7665 ．8786 ．5959 ．01133 ．81356 ．31580 、01862 ，31969 ．5

研 究開発 資本費用 95．o107 ．6119 ．8135 ．21764216 ．O275 ．1347 ．1433 ．4521 ．6659 ．6706 ．4

研 究開発 研 究者費用 219．3256 ，6265 ．12959336 ．3382 ．O442 ．1502 ．1590 ．D664 ．2740 ．1784 ．O

研 究開発 原 材料 費 用 67．783 ．191 ．1106 ，9127 ．2148 ，1193 ．3229 ．7272 、5329 ．5388 、6412 ．1

研 究開 発 エネルキ
’一費用 17、821 ．522 ．922 ．725 ．940 ．448 ．454 ．960 、464 ．774 、167 ．0

　　　一
発投資割合 （％ ）

15、015 ．714 ．517 ．217 、016 ．517 ．616 ．918 ．915 ．520 ．723 ，0

電気機械 1987 年 1988年 1989年 1990年 1991年 1992 年 1993 年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998 年

資本 コ ス ト 6512、37384 ．48314 ．38758 ，79266 ．97502 ．56206 ．2636607096 ．67228 ，0 ア582．86939 ，6

営 業余剰 2977．03621 ．94316 ．83998 ．03992 ．41954 ．ア 980．31236 ．21B96 ．61678 ．11715 ．4857 、O

締 間接税 960．31056 ．089641086 ．41124 ．51128 ．21041 ．巳 1D54．11117 ，21218 ．41355 ．21482 ．3

固 定資本減耗 2575，02706 ．53101 ．13674 ．34150 ．04419 ．64184 ．14075 ．74082 ．84331 ．54512 ．24600 ．3
一一一一一一一一曹胴檜一一一一一■一一■−17一一一一一一 一一一一一一一π1一一一一一一一一一 ．， 響

研究開発 投資 2117，フ 2379．62719 ，03061 ．73323 ．63261 ．13070 ．03053 ．53221 ，43438 ．63663 ．03714 ．4

研 究開発 資本 費用 772．1883 ．01047 ．31182 ．31347 ．51296 ．61085 ．01058 ．91114 ．O1232 ．71321 ，61366 ．8

研究開発研 究者 費用 844．8926 ．91D24 ．21139 ．61200 ．41237 ．81248 ．71274 ．71341 ．613B4 ．31445 、71463 ．5

研究開発原 材料費用 440．9508 、3582 ，4666 ．1695 ．6649 ．2656 ．6646 ．66862 ア35．9795 ．6791 ．9

研 究開 発 エネルギ
ー
費用 59．861 ．465 ．173 ，780 ．277 ．579 ．673 ．4 ア9．685 ．8100 ．192 、3

一　　 　 に 　 　 研

発投資割合 〔96）
23．817 ．021 ．319 ．118 ．119 ．318 ．114 ．915 ．118217 、81 了．9

資料 ；国 民経済計算 年報，科学技 術研 究調査 報 告
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資 との 関係 を明 らか にする こ と が で きる 。

  資本 コ ス トと固定資 本減耗

　口本の 製造業及び電気機械 の 資本 コ ス ト（GCC ＞

と固定資本減耗 （CFC ）の 相 関を （ID 式に よ り推

計する こ とで
， 資本 コ ス トが 規則的に 固定資本減耗

に 配分 され る こ とを検証す る，，

CFC ＝A ・e λ「 ・GCC α

（ll）

　推 計 を行 っ た 結 呆 は 表 5 に示す通 りで あ り ，

1975 −1998年 の 問 の 日本の 製造業及 び 電気機械 に お

い て 非常 に高い 有意性 が 得 られた。こ れ は ，1975 −

1998 年の 期間 に お い て ，資本 コ ス トは 規則 的 に 固

定資本減耗 に 配分さ れ て い る こ と を示す 。趨勢的に

は ，そ の割合は
， 逐年逓増傾向を示 して い る 。

  固定資本減耗 と研 究開発投資

衷 5．日本 の 製造 業 及 び 電気機械 の 資本 コ ス トと

　　 固定資本減耗 の 関係 （1975−1998）

ln　CFC ＝in　A1 ＋ λlt＋α in　GCC

　 　 　 　 　 λ　 　　 α

製 造業　　　O．036　 0．506

　 　 　 　 （16．75）　（IO．96）

adj ，R2　 DW

電気機械 　　　@0．055　　0．97

　 　 　 　（lL30 ）　（［4．00

0．993 　　　1．

0，991　　　L

表6． 日 本の製造業及び電気 機 械 の固定資本

耗 　　　と設 備投資（1975 − 19

） t・（J・Rk
） − 1・AS・βリノ・〔rFC

　 D 。
麟

、一 　 設 備投 資と研究開発 資 本 費 用との和 （

投資 ： 1 ＋ R ， ） 及 び両
者
の比（R ，IJ ） は，次 の 図

で 示さ れるように固 定 資本減 耗の 関 数で

される。 i 〕 固定資本減耗 と 設備投資及び研究

発資 本 費用 　   に おける 資本コス1 ・ と 固定 資

減耗の関係の 検証と 同 様にして ， 日本の製 造 業

び電気機械 の岡 定 資本減 耗
と設備 投資〔1 ＋Rk ）

関係 を
検
証す る。 1＋ ＝A・C

fi （12 ） 　固 定 資本減耗と 設備投資の関

を 示す（ 12 ）式 に より推 計 し た 結果 は 表6 に

さ れる通 りで あり ， 高 い 有 意性を有している。以上よ り

1975 − 1998 年 の 間の 日 本 の 製
造 業及び

気機械において は，固 定資 本 減 耗 は 規則的 に投

に配分

れる ことが検 証さ れ た，． i

ﾅ 定資本減耗と研究開発 投資比 率 　 投資 を ， 将

的な利益を追求した 研究開 発にまわ すか，短期

な 利益をもた ら す設備 投資 を 優 先

る かは，各企業の投 資 戦略 に よる。 　1975 − 1
8 年の 日本 の製造業及び電 気機

械
の 資本 に対す る

究 開 発 投 資 比率（ Rk 〃 ）の推移 は ，

の 表7 及び図14 のよ うにPt される。 　

らに研究開 発 投 資比率と 固 定資本減 耗の 関係 を 〔

）式 により推計すると，その結果 は 表 8 の よ う に な り，

75 ・ 1998 年の間 の凵本の製造業及び電気

械 に おい て は ，研究開発投 資 比 率は， 固 定 資本減

ﾕ の 増

に応
， 指 数

数的に増大 す るこ

が示された。 β欺　　2adj ．R　DW75 −

　 　 　 　 87 − 90 　 　 　 　 9 ］ − 94 　　　　

幽9 8
@　　

　　 　　

　　　　　　　　 　iii） 帶猟厂赦 製造業 電気機械 1．159　　　1、1

　　　　L176　　　　且．丘77　　0．989　　1．97 （

．39｝　　（1853）　　（19．19）　　〔19．17 ） 0．942 　　　0、

7　　　0．96D　　　O．964　　0，989　　2．11

22 」4）　　 （26 ．O呂）　　（
2

D95
）　 　（2719）

ﾌ 　 　 　（ノ
＋

∂̀ ＝ Ai ・CFC グ
、i＞8 ，．A

； ．
C

Y 　　 　’　　 山 im 　 R 、・A

・ CFcfi ・♂ i 　 CFt 「 図 13 ． 固 定 資 本減耗と研究開 発資本費用 表7．日

の製造業 及び電気機 械 の資本に対 す る研究開発 投 資比率（1975 − 1998 ） 　　 　　1975 年　1976 年　1977 年　1978 年　1979 年　198
N　 1981 年　19B2 年　1983 年　 1984 年　1985 年　1986 年 製造業　　　O．065 　　0070 　　0065 　　0070 　　GO85 　　00
　　0096 　　0101 　　0119 　　0131 　　0144 　　0．148 電気機械　　0】76　　0186 　　0170 　　0208 　　0205 　　0198

　0214 　　0203 　　0233 　　0．183　　0 、 261　　0 ．299 　　　　1987 年　1988 年　1989 年　1990 年　1991 年　1
2年　f993 年　1994 年　1995 年　1996 年　1997 年　1998 年 製造業　　　0152 　　0133 　　0．t35 　　0117 　　0111 　　0
107 　　0099　　0104　　0106　　0115　　0116　　0121 電気機械　　0312　　0205　　0271　　0236　　0221　　0

9　　

21 　
　0175 　 　 0178 　 　 0222 　 　0 ．217 　 　
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0．2

0．1

製造業
0．4

o．3

02

電気機械

　 　 　 　 o．10．0
　 1975　1977　19フ9　1981　19S3　19S5　19a7　1989　199i　1993　t99fi　1997 　 　 1975197819Sl 　 19S41987199019931996

　　　図 14． 日本の 製造業及 び電気機械 の 資本 に対す る研究開発投資比率 （tg75 −1998）

表 8 ．日本 の 製造業及び電気機械の 固定資本減耗

　　　と研究開発投資比率 （1975 −1998 ）

1。3L 　l。　AS ＋ rD．　ln　CFC
　 ノ

Dx ．係数 ダ ミー

表 9，日本 の 製造業及び電気機械 の 固定資本減耗

　　　と研究開発資本費用 の 相関 （1975 ・tg98）

1・＆　＝　t・41＋β助 α アσ 毋 CF ぴ 　 　
D ・・蠍 ダ ミ

』一

β
一Aa”Da　　　 adj ．　R 　DW

ア取

75−86　　　87−9D　　　gl−94　　　95 −98adj
．　Rl　 DW

製造業

電気 機械

O．726 　　　0．717　　　0、687　　　0．698 　　　0．882　　1，39

（5．49）　　　（5．68）　　　（5．75）　　　（5．呂2〕

0．235　　　 0．213　　　 0．202　　　0．189 　　　0．746　　2．64

（6，0呂）　　　（6．36）　　　（6．17）　　　（5，91）

　 　 　 75−86　　　87−90　　　91−94　　　95−98

製造業　　 3．07　　 3．06　　299　　3．00　 −0．oelS

　 　 　 （5．28）　　〔5．23）　　〔5．34）　　（5，28）　　｛
−1・58）

電 気機 械 　 L80 　 　 1．74　 　 L70 　 　 1．65　 ・0．S660

　 　 　 〔6．62）　　（7．1り　　　（7．31）　　〔7．61）　　（
−2．52）

0，992　1．63

D．999　2．39

a 　了 は 表 9 に 耶す分 析 結果 を 用い た，
b 』！・CFC

γ
… 7 −・．賢 踊 の で ・心 CFC γ

・く ・ の 鰭 黼 たす・

　　　Rk〃 ・A ・CFC ・ 　 　 　 　 （13）

iii）固定資本減耗 と研究開発 資本費用

　固定資本減耗 と研究開発資本費用 との 関係は次の

よ うに示さ れ る。

i） （1・ Rk〕・ Al ・CFC 「「　 　 　 （14）

・・〉 箏・A；… C ・

　 　 　 （15）

　（14）式は次 の ように展開 さ れ る 。

1・ R
・

・ 喉 ・ 1）一雛 ・ 1）・Al・CFC6
’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （14）
’

（14）
’

， （15）式か ら，

　　　4 ・CFcff ・ 雛 ・ 1）

　　　　　　　　＝ “
R

此 ．〔A ；・CFC γ
＋ 】）

　　　　　　　　　 A2 ・CFC γ

従 っ て ，

　　　 lnA2 ＋fi　ln　CFC ＝ ln　Rk− ln　A2

　　　　　　一
γln・CFC ＋ 1・ 〔A；・CFC

「
＋ 1） （16＞

Al ・CFC γ
くく 1の 場合 ， （16）式は次の ように 近似 で

きる 。

　　　 1nA2 ＋ βln　CFC ＝ln　Rk− ln　A2

　　　　　　　 一
γ1・ CFC ・ A；・CFC ・ 　 （17）

以上 か ら，

1・ Rk −（1嵎 ・ 1・ AI）・ （β・ r）1・ CFC − A ；・CF α

　　　≡ A2 ＋ βln　CFC − AI ・CFC γ　　　〔β，　A≡＞ 0）

　 R … ，
・　CFcfi・eA ・

．CFC γ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （18）

　1975−1998年 の 日本の製造業及び電気機械の 研究

開発費用と固定資本減耗 の 関係を分析 した結果は，

表 9 に 示す通 りで あり，（18）式 の 有意性が検証 さ

れ た 。

  研究開発投資と研究 開発資本費用

　研究開発投資 と研 究開発資本費用 の 関係 を （19）

式 に よ り検証 し た結果，表 10 に示すよ・うに，1975−

1998 年の 日本の製造 業及 び 電気機械 に お い て は，

研究開発資本費用 の研究開発投資 に 対す る 割合は ，

規則的 に 決定 され る こ とが 分か る 。 趨勢 的に は
， そ

の割合は，逐年逓増傾 向を示 し て い る 。

研 究開発投資 と研 究開発投資資本費用の関係式

ln　R ＝ln　A ＋ h ＋ δln　Rk （19）
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表 lOr 日本 の 製造業 及 び電 気機械 の 研 究 開 発投

　　　 資 と その 資本費用 （1975・1998）

JnR＝tnAe ＋ Lst＋filnR
，

表 11，日本 の 製造業及び電気機械 の 資本 コ ス ト

　　　 と研究開発 投資の 相関 （1975 −1998 ＞

　 　 　 　 　 A　　　　 δ

製造業　　　　　　0．022 　　　0．餌 4

　 　 　 　 （17、48）　　〔54．03）

　　　　　　　　　印
inノ〜　 A 卜ζD ゴ lnGCC 一η

・
（jCC

adl ．R山　DW

電気機械 　　0．OI7　　 0．689

　 　 　 　 〔11．59）　 （61．55）

O，999 　　1．48
　 　 　 　 　 ζ

75−86　　　S7−90 　　　 91−94

　 n＞ e； Dx ；係数 ダ ミ
ー

　 　 　 一
η　　 adj．R　 DW

95．gs

0．999　　1．81

製造業 　 3432 　 コ、425 　 3．504 　 3，5！O 　−0．0005 。．9861 ，39
　 　 　 　〔698 ｝　　　〔7． 2〕　　　 【6．Y3｝　　　〔7　De）　　　〔噂36 ］】

電気蜘 　 23 フ1 　 2．39〔1 　 2．5i7 　 2．513 　．0．02140 ．994201
　 　 　 （H ・44〕　 （1152 ）　 （11．2S）　 （ll．3S）　 （−5．75〕

  資本 コ ス トと研究開発投資

　以．上の   〜  を総 括 し，研究開発 投資 は 次 の よ

うに資本 コ ス トの 関数と して 示 される。

　　R ＝A ．GCC ζ，〆’ GCc
θ

　　］nR ＝A ＋ ζ
「・　ln　GCC 一

η
・GCC θ

　〔ζη＞ 0＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （20）

  資本 コ ス トをすべ て ，設備投資で 占め る こ と

　　は 可能で あ る が ，研究 開発投資の み で 占め る

　　こ とは で きな い 。

（ii）研究開発投資は 設備投 資 に 比 ベ リス ク が高 く，

　　かつ 投資か ら 実収 を得 る まで の リード タ イ ム

　　が 長 い ため ，実 1察的に投資を行 う際 に は，保守

　　的な力 が 働 く 。

（iii）こ れ が （2〔〕〉式第 3項に よ っ て 示 され て い る よ

　　うに ，
一

部研究開発投資 を引 き下 げ る よ うに

　　働 い て い る。

資本 コ ス トと研究開発投 資 と の 関係は （20）式 よ

り，

　　　望 一 ζ・驪
C 一

η
・・Gcce ・

撚ぎ
　　　　　 ・ （ζ一η

・θ・GC 吟 醤澤 　 （21）

　従 っ て ，ζ〉 η
・
θ
・Gcce の 峙は，資本 コ ス トの 研

究開発投資弾性値 はプ ラ ス とな り，資本 コ ス トの 減

少 に 応 じ，研究開発投資 も減少する 。

　（2D 式をもとに ，1975 年 か ら 1998年の 問 の H 本

の製造業及 び 電気機械 の 資本 コ ス トと研究開発投資

の 相 関及 び資本 コ ス トの 研究開発投資弾性値 を計測

した 結果 を，表 11 及び表 12 に 示す。表 H を見 て

分 か る よ うに，［975 年か ら 1998 年の 間 の 日本の 製

造業及び電気機械の 資本 コ ス トと研究 開発投資の 相

関は高い 有意性 を示す 。 また，表 12に お い て ，資

本 コ ス トの 研 究開発投資弾性値は い ずれ もプ ラ ス を

示し て お り，資本 コ ス トの 減少に 応 じ，研究 開発投

資も減少 し て い る こ と が伺わ れ る 。

表 t2．日本 の 製造業及 び 電気機械の 資本 コ ス ．ト
　　　 の 研究開発投資弾性値 （1975 −1998 ）

eSA，［ コ ス トの 研 究開 猪投 資弾性 値

　 　 　 　 フ5−86　　　　S7−90　　　　 9且一94　　　　95−9S
製 造 業 　　　 1．929 　　 1．392　　 0．S96　　 1166

電気機械　　 1．304 　　0807 　　 0．403　　 0．500

研 究 開発投 資弾性 値 一
ζ
一
η
・θ・  C θ

　 図 15 は 日本の 製造業及 び電気機械の 資本 コ ス ト

の プ ラ ス と マ イナ ス ，2つ の 研 究開発投資弾性値力

の 絶対値 をフ ロ ッ ト した もの で あ る 。

　 図15に よ れ ば
， 1975−1998年 を通 して 資本 コ ス ト

の 増加は研 究開発投資の 増加 に 貢献す る が ，そ の 割

合 は 逐年減少傾向を示 して い る こ とが伺わ れ る。

2．3 「見 えざる出資」の 低 下 に よ る研 究開発投

　　　資 へ の 影響

　以 上 の 結果か ら，情報化の進展などの パ ラ ダイム

変化 に 伴 う 1980年代 と 1990年代 の 社会形態と技術

革新体系 の 変容 は 「見え ざる 出資」を 減 少 させ，そ

の 結果 ，

　「資本 コ ス トの 減少 →研究開発投資 の 抑制 →技

術 ス ト ッ ク の 停滞 → 生産性の 持続的向一Eの 困難化

→技術 と経済の 好循環構造 の 破綻 → 見えざ る 川資

の 更 な る 減少 1

とい う悪循環構造が検証 された 。

　そ の 構 造 を 改 め て 整 理 する と
， 図 16 の よう に示

さ れ る。

　 こ の 「見え ざる 出資」の ，研究 開発 投資へ の直接

的な影響 は ，以 下 の よ う に 示す こ とが で きる 。 す な

わ ち，［見え ざる 出資」 は 研究開発投資に 正 の 影響

を与 え （弾性値 ：0，502 ），そ の 減少は直接研究 開発

投資の 減少に つ なが る 。こ ；で Diggsは ダ ミ
ー

変数

で あ る （1975 ＝1， それ以外＝0）。 な お ，趨勢的 に

は ，研 究 開発 投 資 は 逐年 逓増 傾 向を 示 して い る
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製造業
3．o

電気機械

4．o

3．o

2．0

1．0

9　　　　　　　　　 ．．．．．．．．．＿．．．一

．・η’・θ’・Gcc ．

．θ．GCC θ

0．0
　 1975197719791981 　籀983198519Bl 　19891991199319951997

20

1．o

9

η
・θ・Gcc θ

〆

ζ
一

η
・θ・GCC

00

　 塵97519771919198119S3198519S7 馴9891991199319951997

　　ζ　 研 究開 発 投資 に 対 し プ ラ ス に働 く資本 コ ス トの 研究開発投資弾性値

nyθGcce ： 研 究 開 発 投資 に対 し マ イナ ス に働 く資本 コ ス トの 研究開発投資弾性値

図 15， 日本の 製造業及び電気機械 の 資本 コ ス トの 研究開発投資弾性値の 2 つ の ベ ク トル

sl ↓ −9 　Gcc ↓乳 R ↓斗 7 ↓乳 7 ↓

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 電 気機 械の 例 （197S・199S ｝

 
Sl → GCC 一一

11n 　GCC ‘a ＋ λ t ＋ bln 　S1

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1　　　　　　　　　　　　　　　　 o1o3 　　　o．s12　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 adj 　R　 DW
　　　　　　　　　　 l　 　 　 　 （5．52 ） （11．82）　 　 　 0．9121 ．07
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ：
　 　 r ’m　J　　　コ−　　　−’

　　十
  Gcc → R −−

I 　 l・ R − A ・ 9・D ．・1・ Gcc 一
η
・Gcc θ

　　　　　　　　　i ，5．、68 ，一。

ζ
　91−94 、5−98

−
・ a ・・，・R’ ・W

　 　 　 　 　 　 　 　 　
ロ
　　　　　 2．371　　　 2．3go　　　 2517 　　　2．513　　

−o．o21　　 o，994　　 2Sl

　　　　　　　　　 l　 （1144 ） 〔11．52） （11、25） （11．38） （
−5．75）　　　　　　　　　 1

　 　 　 　 1
−　　−　　　　　　「

　 　 　 　1
　　　 ウ

  T
、
　一　R

、
　．m

＋ （i一ρ）Tr．1 　 T ・ 技術 ス トッ ク ； m ・ 研 究 開 搬 資か ら収 穫 ま で の リ
ー

ドタ イ ム

　　l　　　　　　　　　　 fi： 技 術 ス トッ クの 陳腐化 率；R ； 研究 開発 投 資
　 　 1　　」　一　一　一　一　一　一　一　一

　　　　　　÷
  　V ；　F （X ．T ）　　　　　 X ：L （労働 〉，　K （資 本 ）

　　　 図 16．「見えざる 出資」の 減少 と技術 ス トッ ク停滞 の 悪循環

（2
ノ ニ0．ll7）o

　　　 ln・R ニ d ＋ λ”＋ b’ln　Si＋ c
’Di

，。R

l975−1998 年の 電気機械の 例

　　　 a
’
　　　 λ

’
　　　 b

’
　　 adj．R2　 DW

　　　O．117　　　0．502　　　0．424　　　0．978　　　　1．51

　　 （2L39 ）　　（6．29）　　（5．51）

　以 上 よ り，
「見え ざる 出資」 の 減少 は

， 研究 開発

投資 の 源泉 た る資本ス トッ ク を減少させ る の み なら

ず，研究開発投資 へ も影響 を与 え，こ れ を減少 させ

る とい う構造が検 証 され た 。

論

括

結

総1

1．1 「見 えざる 出資」の研 究開発投 資へ の 影響

　1990年代 の 研究開発投資の 減少の 主要因 で あ る資

本分配率 の 低
．
ドは

，企業が 前倒 し的に設備投資を実

行する資源を内部留保す る余裕 を減少 させ る，すな

わち 「見 えざる出資」の 減少を示唆する もの で あ

る 。

　こ の 「見えざる出資」の 減少 は
，
1990 年代 の低 ・

マ イ ナ ス 成長，高齢化 等 の 社会環境 の 変化 と と も

に，IT 化 に伴う工 業社会か ら情報化社 会 へ の 進展

とい っ た企業 の 技術革新活動 の パ ラ ダイム 変化に よ

り，競争力 の 源泉 と な る 技術 の 性質が変容 し た結

果，次 の ような構造 を成 した もの と考えら れ る 。

  マ イ ナ ス 成長，高齢化等の 社会環境 の 変化は ，
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　　企 業 が 前倒 し 的 に 設備投資を実行す る資源 を内

　　部留保す る余裕 を減少 a見え ざる 出資」 の 減

　　少 ）
。

  同時に，IT化 に 伴 う丁 業社会か ら情報化杜会 へ

　　の 進展 とい っ た企業の技術革新活動 の パ ラ ダイ

　　ム 変化に よ り， 縦割 りの 企業内最適化を支える

　　日本的経営 シ ス テ ム の 崩壊 （「見 え ざる 出資」の

　　効率性の喪失〉。

  こ の 結 果 ，
1980年代 まで は J

．
匕較的安定 に 推移 し

　　て きた労働 コ ス ト・資本 コ ス ト比 （労働 資 本相

　 対価格）に齪齬 を来 た し，労働 と資本の 代 替 を

　 停滞させ る とともに
， 労働 コ ス トが資本 コ ス ト

　　を圧迫する こ と に な り，資本分配率が低
．
卜
．
。

  こ れが ， ひ い て は 「聖域」で あ っ た研究 開発投

　 資の 抑制に つ な が り，企業 の 研究 開発離れ を来

　　し，技術 ス トッ クの 増加 を停滞 。 こ れ は 生産性

　　の持続的向上 を困難化 させ ，技 術 の 労働 ・資本

　 へ の 体化及 び代替に支え ら れ た技術 と経済 の 好

　 循環構造 の 破綻，「見えざる 出資」 の 更 な る減

　 少 ，
と い う悪循環を招来。

1 ，2 日本 の 研 究開発投資資金調達 メ カ ニ ズ ム の

　　 変容

　1980 年代 まで の 製造業中心の経済社会におい て

は ，高 い レベ ル で の 均質性 を持 っ た 製品 を生産 しつ

つ ，その 中 で価格 面な どに お い て 差別化を図っ て い

く とい っ た大 量生 産型の 製造技術が必要 とされた。

こうし た技術創出 に は 縦割 り的な企 業 レ ベ ル ・事業

所 レ ベ ル で の 技術革新シ ス テ ム の 最適化が合理的 で

あ り，終身雇用慣行 ・年功序列賃金等に代表され る

「H 本的経営 シ ス テ ム 」は労働者を 企 業 に定着 させ る

こ とを通 した 人的資本形成 ・企 業へ の 帰属意識 の 昂

揚等に よ り，こ の シ ス テ ム の 最適化 を支 えて きた 。

　 しか し 1990 年代に 入 り， H 本 の 経 済社会が 情報

技術 の 発展 に よ る情 報化社 会ヘ シ フ トす る と と も

に，競争力 の 中核 と な る 技術 の 性質が 変容 し，H本

的経営シ ス テ ム の 優位性が損 なわれつ つ ある 。

　 情報化社会 に お い て は，需給両サ イ ドの 接近 に よ

り，製 品の 性格が 利用過程 を通 じて 多様に変化 して

い くた め ，技術競争力を得る に は，グ ロ ーバ ル な ス

タ ン ダー
ド規格 の 獲得もしくは それ に 対応 した社

会・産業レベ ル で の シ ス テ ム の規格化 ・標準化 が 求

め られ る 。

　上記の よ うな性質を有す る技術創造に は ，従来 の

会社 レベ ル
・事業所 レ ベ ル で の シ ス テ ム の 最適化 を

もたらす 「目本型経営シ ス テ ム 」に 支 え られた縦割

りの シ ス テ ム 構 成 の 優位性は失われ ，外部労働市場

を有効活用す る ような社会・産業 レ ベ ル で の 標準化

さ れ た シ ス テ ム 構成 の 方 が効率的 とな っ て い る 。

　以 上 の 1990 年代以前と以 後の 杜会形態 と技術革

新 体系の変容の 変遷は表 13 の ように示 さ れ る 。

2． 新 たな知見

　本餅究 に お い て ，年功賃金 に よ る 「見 えざ る 出

資」が
， 『着年期 の 賃金抑制

一
・ 企業の 内部留保蓄積

→設備投資増加 → 企 業 成 長 → 中高年 の 高賃金支

払い 』とい っ た メ カ ニ ズ ム を通 じて 企業成長力の 原

動力 と な り，また，研究開発投資と も高い 相関を持

っ こ とを示 し た 。

　 しか し，近年の 高齢化 ・少子化 ・低，ゼ ロ 成長等

の パ ラ ダイム 変化に伴い ，凵本的雇用 シ ス テ ム に お

表 f3， 日本 の 社会形態 と投術革新体系 の 変遷

1980年代 1ggo 年代 以 降

祉 会形 態
製造 業 lll心 の 経済社会

　　 （工 業 化社 会）

情 報技術 の 発 展 した経 済社会
　　　 （情 報化 社 会 ）

中核技術 製造技術 情 報技術

技術 の 性 格
供給 時点 で 性 格決 定
（先天 的 性格 決 定 〕

利 用過 程 を通 じた 性 格決 定
　　（後天 11勺性格決定）

シ ス テ ム 構 成

　 　 　 　 　 縦 　割

会社 レベ ル ・事業所 レベ ル で の

　 　 　 シ ス テ ム の 最適 化

　 　 　 　 平 　 準

　社 会 ・産業 レ ベ ル で の

シ ス テ ム の 規 格化 ・標 準 化

労働市場
内 部労 働市 場

〔終身雇 用）
外部労働市場

（流 動性 の 確保 〕

資 金 調達 形態
企 業内 部 か ら の 調 達

（「見 え ざる 出資 D
外 部資 木 市場 か らの 調 達

　 　 　 〔株 式 中心 ）
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ける 終身雇用制 ・年功序列賃金 等の メ リ ッ トよ りも

デ メ リ ッ トが 問題に され るようにな っ て きた 。 それ

は，  国際的に割高 とな っ た 人件費など，経営 の 合

理化 が い っ そ う求め られ る ように な っ た こ と，  大

企業 の 倒産が増加する など，企業存続へ の 不確実性

が増す 中，若年層 を中心 に
，
生 産性に 比 して 安い 賃

金を甘受する イ ン セ ン テ ィ ブが低下 して い る こ と，

  ニ
ーズ の 多様化，情報通信分野で の 急速な技術

革新な どの 影響に よ り，自社外 の 人 材 の 活用 の 必要

性 が増加 した こ と，な どに よる。

　こうした 日本的雇用 シ ス テ ム にお け る デ メ リ ッ ト

の 顕在化は
， 同時に 「見 ええざる 出資」の 上記 メ カ

ニ ズ ム の 持 つ メ リ ッ トが失われ て きて い るこ とを示

すもの で あ り，変容 したパ ラダイム にお け る シ ス テ

ム 効率 を考え る場合，「見 えざる 出資」の 滅少は避

けがた い 。

　以上 の 趨勢に お い て ，こ れか らの 研 究開発 に対す

る姿勢 は，研究開発投資額 の 増大 よ りも，少な い パ

イで よ り効率的な投資 を目指すこ とにあり，研究開

発投資 の 最適レベ ル の決定が 重 要な課題 と なっ て き

て い る。

　 こ の よ うな問題 に対 し，かね て か ら ， 成長理論や

資源の 最適配分 理 論等に 立 脚 して 研究開発投資 の 最

適レベ ル 決定 の ため の 多くの 研究が 重ね ら れ，産業

が最適研究開発投資レ ベ ル を判断した り，予測 した

りす る 上 で 実践性 に 富 ん だ方法が示 され て い る （渡

辺，朱兵，藤 ，2001 ［18］他）。 それ らで は ，研究

開発 の 最適化にお い て，他社か らの ス ピ ル オ
ーバ ー

の 有効利用 を可能 とす る技術同化能力 の 向上，社会

経済体質の 柔軟性な どが重要で ある こ とが指摘 され

て い る 。

　 特に 近年の 情報化 の 進展 に よ る外部取引 コ ス トの

飛躍的低減に よ り，組織外部の専門資源を有効 に利

用する こ とが で きる よ う に な っ た た め
，専 門性 を持

つ 組織が他組織の専門資源を有効 に利用 しつ つ コ ア

ビ ジネ ス で勝負する こ とが可能となっ た 。

　 こ の よ うな社会 に お い て は ，自社 の 研究 開発 は コ

ア ・コ ン ピ タ ン ス に 特化 し，戦略的提携 ・国内外 の

他企 業か ら の ス ピル オーバ ー技術を有効活用 に よ り

技術の 多様性 の 確保，とい っ た戦略を採る こ とが必

要 と な る 。 ま た ，専 門性を活か した 転職が 不利益 に

な らない よ うな労働 の 流動化 の 促進
・
労働者 の 能力

に見合 っ た賃金体系を構築する雇用ポートフ ォ リオ

な ど ， 研究開発投資の効率化 を支持す る 柔軟 な経

済 ・杜会 ・制度の 構築な どが必要で ある 。 こ うした

効率的な研究開発 に よ る技術開発の促進が ， 日本 の

技術 と経済の 好循環 シ ス テ ム を 再構築す る もの と考

える 。

〈 参考 〉 　データ構築 ・デー
タ ソ

ース 5＞
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PPP

研究開発か ら商業化 まで の タイ ム ラグ　P8

国民経 済計算年報 （経済企画庁，年報）

毎月勤労統計要覧 （労働省，年報）

民間企業資本 ス トッ ク （経 済企画庁 ， 年報）

鉱 ⊥ 業指数総覧 （通商産業省，年報〉

科学技術研究調査報告 （総務庁統計局，年報）

基礎的 ・先導的科学技術 の 推進の た め の 研

究 人材に 関する調査研究 （未来工 学研究

所，東京，1990）

法人税施行令 （減価償却資産 の 耐用年数等

に 関する省令，通商産業省，1965，1989）

研究産業振興 の た め の 調査研究報告書 （機

械振興協会経済研究所 ，東京 ，
1990）

個人企業経済調査季報 （総務庁統計局 ，年報）

経済白書 （経済企画庁，年報 ）

5）　デ
ー

タ構築の 詳細 は，参考文 献 ［19］，［19ユ 参 照。
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