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第2章 エッジワースを中心 とする

       市 場 理 論 の 再 検 討

吉 岡 完 治



エ ッジ ワースを中心 とす る市場理 論 の再検 討

吉 岡 完 治

1.は じ め に

財 の交換 に 関 す る エ ッジ ワース の理 論 は㌍ 干 エ ッジ ワー ス の箱 」(the

+'dgeworth box)の 名 で よ く知 られ てい る。 そ の1つ の特 徴 は,財 の 交 換 率,

つ ま り,相 対価 格 の取 扱 い方 に顕 著 に見 い 出せ よ うo

 ワル ラス 的 均衡 分 析 の場 で は,取 引 主 体 は 価 格 を唯一 の シ グ ナル と して反

応 し,需 給 の バ ラ ンス が成 り立 つ と ころ に市 場 の 均 衡 価格 が成 立 す る とさ れ

る。 又,限 界 収入 と限 界費 用 の均 等 とい う形 で知 られ る,ク ー ル ノー 的独 占

均 衡 模 型 に澄 い て は,独 占供 給 者 は,自 らの 利 潤 が 最 大 とな る よ うに均 一 の

価 格 を需要 者 に提 示 す る,と い う立 場 に あ る。 これ らの条 件 設 定 は,い ず れ

も,取 引 主 体 間 の競 争 メ カ ニズ ムを陽 表 的 に扱 うこ とを回 避 し,一 物一 価 の

法 則(1aw of indifference)な い しは,価 格 の均一 性(uniformity of

price)を,前 提 とす る こ とに よ って,他 の主 体 行 動 とか 反応 を 主体 均衡 の

図 式 にお り こま ない,と い う点 に 共通 点 を見 い 出す。

 エ ッジ ワ ース の特 徴 は,こ の価 格 の均一 性 を前 提 と して うけ とめ な い と こ

ろ に あ る。 取 引 主 体 間 の競 争 の在 り方 を,陽 表 的 に叙 述 す る こ とに よ り,市

場 に おけ る一 物 一 価 の成 立 過 程そ の もの を,吟 味 され ね ば な らない 課題 と し

て 取 扱 う。 周 知 の よめ に,市 場 に参 加 す る主 体 が 無 限 に 多 く な り完 全 競 争

に至 る な らば,一 物 一 価 の成 立 が保 証 さ れ る こ とは,「 エ ッジワースの 定 理 」

と して後 人 が そ の 妥 当 性 を確 認 してい る と ころ で あ る評2)し か し,独 占的要

素 の混入 に よ り,競 争 が 不完 全 に な る場 合 に澄 い ては,彼 自身,そ れ が 必ず

注1)  :Edgeworth, F.Y., Mathematical Psycんics-An Ess¢y on the

   Application of Mathematics to the Moral Sciences, London,

   1881.
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                        注3)しも必然 性 を もつ もの では ない こ とを指 摘 して い た
。                          つ ま り,彼の指 摘

を平 た く裏返 せ ば,独 占的 地 歩 を 占 め る取 引 主 体 は,取 引 数 量 の 規 制 とか,

取 引量 に応 じて価 格 を変 化 さ せ る 方が,よ り有 利 な状 態 を取 引 に よって か ち

え る,と い うわ け で あ るo

 この研 究 の主 題 は,市 場 の 実 証 分 析 にか な う新 た な理 論 を模 索す るに あた

って,エ ッジ ワー ス の図 式 を再 検 討 す る こ とに あ る。 取 引 者 間 の競 争 の 在 り

方 を陽 表 的 に取 扱 うと い う立 場 を維 持 しな が ら,市 場 の 理 論 を再考 す る こ と

が,理 論 の 自律 性 か らみ て重 要 な課 題 で あ る と考 え てい る♂三4)

 エ ッジ ワー スの 展 開は,主 と して,「2財2種 類 の取 引主 体 」の モデ ル に

よ って な され てい るが,そ の 中で,取 引 主 体 そ れ ぞれ の 入数 が無 限大 に近 づ

く完 全 競 争 の状 態 に つ い て は,近 年 に 澄 け る数 理 経済 学 的}f究 の 所産 と して,

「n財,m種 類 の 取 引 主 体 」 の モ デ ル に,整 理 拡 大 され て きて い る。 そ し

て,そ こでは,完 全競 争 の 仮 定 が 妥 当 な場 合 に お い ては,取 引 主 体 の扱 い 方

は,ワ ル ラス 的 立場,つ ま リ プ ライス ・テ ィ カー と しての 描 き方 で十 分 で あ

る こ とが 支 持 さ れ る。 した が って,取 引主 体 間 の競 争 を明 示 的 に扱 う重 要 性

の一 つ と して は,残 さ れ た課 題,つ ま り,取 引数 量 の規 制,等 を含 め た,主

体 数 の 有 限 な状 態 で の叙 述 に あ る もの と考 え られ よ う。 この 点 に関 しては,

エ ッジ ワー ス 自身 も,「 こ の 一 般 的 方 法 の 有 効 性 は,個 々 の 不 完 全 競 争

(imperfect competition)の ケ ー ス に適 応 可能 な ことで あ る 」との べ,ボ

ック ス ・ダ イ ヤ グ ラムの 図 式 の 有効 性 を となえ て い る こ とか ら も うかが え る。

こ こで展 開す る 試 論 は,こ の 競 争 の 不完 全 性(imperfection)の 場 合にお け

る契 約 の 姿 を 叙 述 す る こ とに重 点 が あ る。

注2) Debreu, G. and Scarf,H., ALimit Theorem on the Core of
         

   an:Economy,lnternαti・nal E・ ・n・mi・Reωieω, Vol.4,No.3,

   1963.

注3) エ ッ ジ ワ ース前 掲書 のP.47か らP.48に 示 され て仏 る。

注4) 同p.31参 照。

_62_



第2の 関心 事は,辻 村教授 の最近 の書 「経済政 策論 」注5)に 由来 す る。 そ

こ で は,各 主 体 の 無 差 別 曲 線 群 に,財 貨 の 最 低 必 要 臨 界量 を 考 慮 す る

こ と が ・ 経 済 政 策 上 ・
,と りわ け 有 効 な 市 場 の 成 立 条 件 を 追 求 す る た め

に重 要 な 要 因 と な る こ とが 指 摘 さ れ て い る◎人 間 の 生 存 限 界 域 を 考 慮 す

る こ との 重 要性 が,ス ミス以 来 め経 済 学 の遺 産 で あ る こと。 ジ ェボ ンズ に見

られ る よ うに,限 界 効 用 理 論 には それ が 元来 考 察 の対 象 となっていた こと。 こ

の2点 に加 え,と りわけ,K.E.0.(Keio Economic Observatory)に 澄 け る

長 年 の 消費 行 動 の実 証分 析 に 澄 い て,財 貨 サ ー ビス の最 低 必 要 臨 界 量 が 繰 り

返 え し測 定 され てい る こ とが そ の 背 景 に あ る。 この 必 要 臨 界 量 の 存 在 を容

認 す る こ とに よ って 一 般 化 さ れ た, 「額 縁 付 エ ッジ ワー ヌ:の箱 」に 澄け る

取 引 につ い て も若 干 の 試 論 を展 開 す る。

2, 1人 対 多数 の 交 換

 2-1基 本 的 行 動 仮 説

 この 節 で は,1人 対 多数 の 交換 に つ い て述 べ る。 そ の 方法 お よ び取 引主 体

の特 性 は,エ ッジ ワース の そ れ とほ ぼ 同 じな の で∫ 彼 の 書 の"Economical

Calculus"の 章 に したが う こ とか ら始 め よ う。注6)

 まず 彼 は 「経 済 学 の 第1の 原 理 と し て,主 体 は 全 て 自 ら の 利 益 つ ま

り利 己 心 に の っ と って 行 動 を とる 。 そ し て こ の 原 理 の 作 用 に,影 響 を

こ うむ る入 々 の 同意 を伴 うか,否 か に よって,2つ の 側 面 を もつ で あ ろ うb

そ して広 い 意 味 か らす れ ば,同 意 を伴 わ ない 行 為 は 戦 争 で あ り,同 意 を伴 う

行為 が契 約 な の で あ る 」,と い う見 方 か ら 出 発 す る。 そ し て,経 済 競 争

(economic competition)を 考 え るに は,こ の2つ の 側 面 を総 合 しなけ れ

ば な らな い こ とを主 張 す る。 た とえ ば,競 争 経 済 の 下 に あ る 小 売 業 者 は,

注5) 辻 村 江 太 郎r経 済 政策 論 』1977年4月 。

注6) 詳細 は,エ ッ ジ ワース前 掲 書p.16か ら,及 び辻 村 前 掲書 第4章 を参照 され た い。
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他 の業 者の 同意,存 亡 な どは 考 慮 しな い で,値 下 げを 断 行 す るで あ ろ うし,

(war)そ の値 下 げ に追 従 して い く 消費者 と当 該 業 者の 間 に は,同 意 を えた 契

約 が結 ば れ るは ず で あ る(peace)。 とい うこ と を念 頭 にお げ ば,そ れ ら両 面

の並 存 を理 解 す るの に容 易 で あ ろ う。

 さ らに,彼 は,「 契約 に か か わ る競 争 の 場(field of competition)と い

うものが,該 当契 約条 項 に関 して,再 契 約 の意 志 と可能 性 を もつ 全 て の 構成

員 か らなる 」と し,物 理 学 に なぞ らえ,完 全 な競 争 の 場(perfect field of

competition)と して,数 学 的 展 開 の 便宜 上,連 続 性(multiplicity or

continuity)と 流動 性(dividedness or fluidity)の 仮 定 を設定 す る。 そ

して,そ れ らの仮 定 は,

① 競 争 の場 に おけ る構 成 員 は,全 て任 意 の 他 の 構 成 員 を 除 外 して,再 契

 約,契 約 が 自 由 に出 来 る。
                            も

② 第3者 の パ ー テ ィー とは,独 立 に,も し くは,同 意 な しに,他 との再 契

 約,契 約 が 自由 に 出 来 るQ

とい うこ とを示 す もの で あ る。

 この 考 え方 は,先 に示 した,各 主体 の 利 己心 に基 く行為,に 加 え て,情 報

伝達 の完 全 性(free comunication)の 仮定 とな らび エ ッジ ワー ス理 論 の

3つ の基 礎 的 仮定 を 構 成 して い る もの とい え よ う。

 この よ うな 基 本 設 定 に した が って,彼 は ま ず も っ と も単 純 な 契 約 か ら

出発 す る。 そ れ は,X, Yと い う2人 が い て,相 互 の同 意 な しには 動 かす こ

とが で きない よ うな2変 量 に 彼 らの 効 用 が依 存 す る場 合 で あ り,2財 の交 換

が この 種 の 契 約 の 具 体 例 で あ る とす る。 そ して,そ の交 換 量 をX,yで 示

し,xを 主 体Xが 提 供 し, yを 主 体Yが 提 供 す る こ とに よ って のみ,双 方 の

効 用 を 高 め る こ とが で き る場 合 を考 え る。 た とえ ばlXを ロ ビン ソ ン ・クル

ー ソー ,Yを フ ラ イデー とす れ ば, xは ロ ビン ソ ンの提 供 す る報 酬 で あ り,

yは,フ ライデ ーが,そ の報 酬 と交 換 に 提 供 す る労 働 で あ る。 そ して この 取

引 の姿 を示 す,x-y平 面 は,い わ ゆる 「エ ッ ジ ワー ス の箱 」の,初 期 保 有
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点 を原点 とし,双 方の効用 を高め る葉巻状 の領域 をそ の原 点か ら,第1象 限

に お く よ うに座 標 を と る こ と に よ って,

さ て,X, Y,双 方
                 図1
の無 差 別 曲線 を記 述

す る効 用 関数 を,ロ

ビ ン ソ ン と フ ラ イ デ

ー の イ ニ シ ャ ル に あ

や か っ て,

 R=X(x,y)

 F=YCx, y)

     注7)と し よ う
o

 こ の よ う な1人 対

1入 の 交 換 の 場 に 澄

け る 最:終 確 定 契 約

え られ る もの で あ る。

エ ッジ ワース の箱

              Yの 無差別

  Y財 の総 量      曲線の原点

X

財

の
総

量

初 期保 有 点(x,y平 面 の 原点)

・ o●   y

葉巻状の

r
X

Xの 無差別
曲線の原点

(final settlement)の 点 に 関 して,彼 は,必 要 条 件 を 提 示す るに と どま る。

そ れ は,相 対 的効 用極 大 の考 え 方か ら導 か れ る もの であ り,相 手 の効 用 を減

らす こ とな く して は,自 らの効 用 を増 加 す る こ とが 出 来 な い点 の軌 跡 で あ る。

彼 は,そ の軌 跡 を契 約 曲線(contract-curve)と よび,そ の 軌跡 上 の どの点

で最 終 確 定 契 約 が導 か れ る か とい う点 に 関 して は,ジ ェ ボ ンズ が示 す 見 解 …

…厳 密 な経 済的 背 景 以 外 の もの に依 存 す る注8)… … と同一 の 立場 に た つ。 そ

して,こ の 契 約 曲線 の有 効 領 域 は,次 式 を満 た すx,yで 示 さ れ,そ れ が,

注7) エ ッ ジ ワース 前掲 書 では,Xの 効 用 関 数 をP=F(x, y), Yの そ れ を 五一Φ(

   x,y)と 齢 い て い る。 ここ では, Xの 効用 関数 の記 号 をX,と し, Yの それ をY

   と してお く。 又,効 用 指 度 を示 す。P,皿 は,ロ ビン ソン,フ ライデ ーの イ ニ シ ャ

   ル に あや か っ て,そ れ ぞ れ,R, Fと して齢 く。 又, X,つ ま りR'ビ ン ソン の無差

   別 曲線群 は,X軸 方 向 か らみ て,凸 で あ り相互 に交差 せ ず, xy平 面 の北 西方 向 に

   い くに したが って,効 用指 度 が増 加 す る。Y,つ ま リフ ライデ ー側 につ い て も同 様

   の性 質 を もつ と仮 定 して お く。
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図2で は,ロ ビン ソ ン,フ

ラ イデ ー 双 方 の無 差 別 曲線

の接 点 を結 ぶ 軌跡ABに あ

た ってい るQ

   ∂1㍉/∂x ∂F/∂x◎

∂即 ∂y=∂ 舮 ∂y

 C  x(X,y)>x(o, o)

 ◎  Y(x,y)≧Y(0,0)

 次 に,彼 は,X, Yそ れ

ぞ れ とま った く同一 の 無差

別 曲線 群 と初 期 保 有量 を も

つ 別 の2人 が,新 た に競 争

の場 に 参加 す る場 合 を考 慮

労

働

0

y

B

図2

A

(3)R

(2)R

F(2)

A

FG)

(1)R

(s)F

     一  報 酬

(こ こで ス ーパ ス タ リプ トは 効 用指 度vに伴
って増 加 す る もの と してお く)卜 昇)

,1'

す る。注9)そ して,こ の2人 の参 加 に よって,契 約 曲線 の 北 西端 と南 東端 が

有 効領 域 か ら消 滅 す る様 を 説 く。 そ の考 え 方 は,1人 のXが,利 己心 に基 き,

2人 のYと,再 契約 を 申 し出 る 可能 性 に立 脚 してい る。(も し くは,1人 の

Yと2人 のX)そ の解 き方 は,補 助 契 約 曲線(SupplcrTicntary colltrこlct-

curve)に 依 存 してい るQそ して,そ の 有 効 領 域 の 限 界点 は,1人 が2人 と,

再 契 約 を結 ん で も,再 契 約 当事 者 ど う しに と って,1人 対1人 の契 約 よ り改

善 の余 地 が ない 契 約 条 項 の点 を示 す もの で あ る。

 又,彼 は,3人 対3人,4人 対4人 とい う よ うに して,市 場 参加 者の 対 の

数 を増 加 させ てい く と,契 約 曲線 の有 効領 域 が縮 小 して い き,究 極 的 には,

注8) Jevons,W.S.,Theory oプPolitic｢L飾oπ 衄y, London,1871,

   p,134a

   エ ッ ジ ワ ー ス 前 掲 書p.30。

注9) 以 降 の エ ッ ジ ワ ー ス の 論 述 に つ い て は,岩 田 に よ っ て 簡 潔 に ま と め ら れ て い る の で,

   こ こ で は,厳 密 な フ オ ロ ー は しな い 。 岩 田 暁 一 「寡 占 価 格 の 計 量 的 接 近 』1974年,

   p,9^一p,170
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あ る完 全 競 争 均 衡 点 に 至 る こ とを示 す。 そ して,そ こでは,X, Y双 方 の無

差 別 曲線 の 限 界 代替 率 と,原 点 とそ の点 を結 ぶ 半 直 線 で 示 され る平 均交 換 率

が一 致 す る。(図2で は,A"点 と して示 され てい る)こ の こ とに よ って,数

多 くの市 場参 加 者 に よ って,競 争 が 行 なわ れ る完 全 競 争 状 態 に よ る契 約 は,

構 成 員 の いず れ か ら も改 善 の余 地 を提 示 出来 な い状態 を 示 す こ とにな る。 そ

こでは,相 対 価 格 の 均 一 性 つ ま り,ジ ェボ ンズ の云 う 「無 差 別(一 物 一価)

の法 則 」が 導 かれ る こ とに な る0

 2一・2 1人 対2人 の 交 換

 さ て,エ ッジ ワー ス の 論 述 に さ か の ぼ っ て,1人 のX,1入 のY,つ ま り,

卩 ビン ソン とフ ライデ ー の 契 約 の話 に た ち も どろ う。 そ して,具 体 的 に,そ

の契 約条 項 が ロ ビン ソン に と って 最 悪 の位 置 に あ った と しよ う。 つ ま り,契

約 曲鴫/a
y-aX/咢 と・R-X(・,・)=X(・, y)を 撒 す状 態

Aを 考 えよ う。 そ こに,フ ライデ ー と同 じタ イブ(同 じ初 期 保 有 と効 用 関数 を

もつ)の 第2のYが,新 た に競 争 の 場 に 参加 した場 合 を想 定 し よ う。 この よ

うな場 合 の最 終 確 定 契 約 につ い て 考 察 す る の が,こ こで の ね らい で あ る。

 云 うま で もな く,こ の 第2のYフ ライ デー の 参加 に よ って,競 争 の場 は

y財(つ ま り労 働)の 買 い手 ・ビンソンが,独 占考 と呼 ばれ る場 合 の特 殊 な ケー

ス に移 行 した こ とに な る。 そ して,こ の第2の フ ラ イデ ーは,競 争 の場 に参

加 した 当 初 に 澄 いて は,原 点0に 位 置 し図3に よれ ば,第1の フ ライデ ーの

A点 で の効 用示 度F(3>よ り,は るか に:低い 示度:F(1)の 状 況 に あ る。

したが って,こ の第2の フ ラ イデ ーは,第1の フ ライデ ー よ りも,若 干 歩 の

悪 い 契 約 条 項 を 敢 え て ・ ビン ソン1に提 示 し,第1の フ ライ デ ー を出 しぬ き

自 らの 効 用 を 高 め る手 だ て に 出 る で あ ろ う。 しか し,こ の契 約 か ら排 斥 され

た第1の フ ライデ 」 は,だ ま っては い ない で あ ろ う。 交 換 に よ って え られ る

自 らの効 用 を高 め る た め に,夂 少 し歩 の 悪 い条 件 を ロ ビン ソ ンに 提示 して,

地 位 を 奪 回 し よ う と 試 み る ご と に な る。 この よ うな,フ ラ イ デー 間 の競

争 は,結 局 の と ころ,B点 で終 わを つげ る。 何 故 な ら, B点 で は,交 換 か ら

一67一 .



     この3人 の 構成 か らな る競 争 の場 は,こ の よ うな契 約 で最 終 妥結

をみ る こ とは 決:して ない 。 何 故 な ら,図3の よ うに ロ ビン ソンは,B点 で1

人 の フ ライデ ー と,B'点 で他 の フ ラ イデー と,と い うよ うな形 態 で,契 約 か

ら除外 され た フ ライデ ー と追 加 契 約 す る こ とに よって,2人 の フ ラ イデ ー の

しめ 出 され た,フ ライ デー          図3

と,ロ ビ ン ソ ン と契 約 に あ  y

                    Bｰ

                      R(3)た っ た も う1人 の フ ラ イ デ

ーの効用は,全 憮 差別と        F(1)

なってしまう・加えて・B         
R(1)

点 で は,そ の 契 約 当 事 者 ど       B

                         フライデー間の競争

擁 三;鑞B' 轡 驟
                                   F(3)
ない か らで あ る。 そ して,
                            A

A点 か らB点 に 至 る こ の道

筋 にお・いて は,ロ ビン ソ ン
              o                            X

は,全 く無競 争 の まま効 用

を高 め てい く状 態 に あ り,フ ライデ ー の利 己心 に基 く競 争 の み が 作 動 してい

る とい って も よか ろ う。

 しか し,

効 用 を低 め ず して,自 らの効 用 を 高 め る交 渉 に 臨 む こ とが で き るか らで あ る。

そ の際,ロ ビ ン ソンが と る手 だ て と して,一 番 利 に か な っ た交換 の や り方 は,

OBを 通 る フ ラ イデ ー の無 差 別 線r(1》(も し くは,:F(1)よ り若 干 高 位 の無 差 別

線)上 に,2人 を保 って,自 らの効 用 を最 大 にす る方 法 で ある。 そ して,そ

の 方法 に よる契 約 の 姿は,第1,第2の フ ラ イデ ー の労 働 提供 量 をy1, y2

報 酬 の受 け取 りをXl・x2と すれ ば ・ 次 の よ うな ラグ ラン ジ ュ関数Lを 各 変

数 に よ って偏 微 分 す る こ とに よって 導 か れ る もの で ある。

L=X(・,y)+λ1{F(1LY(xl,yl)1+ズ 、{び1LY(・ 、,y、)}+λ 、{ザy1-y、}
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   +λ 、{・ 一X、一 ・、}

舞 一{夸+λ ・一・ ①

洗 一 一λ1漂 一λ、一 ・ … …⑥

 al,

ay
、=一 λ・ay2一 λ・=o'●'.'6⑤

許 一F(')一Y(x1,y1)一 ・ … … ⑦
  1

募 一y-y1-y、 一 ・ … … … ⑨
  3

さ て,

◎ay/axiay/a
yl-1絵1一 舟

 ◎

つ ま り,(淘 式 は,第1,

aL aX
aX-aX+λ 、一 ・  ②

匙 一 λ1舟 λ・一 ・ ……④

亀 一 磯 一λ・一 ・ ……⑥

舞F(')一Y(x,・y、)一 ・ … … ⑧

哉 …XドX、 一 ◎ … … … ⑩

この うちで,③ ～ ⑥ の 式 は,次 の よ うに誘 導 され る。

......... (A)

   1;,('LY(xl,y1)一y(・ 、,y、)… … … ⑧

           第2の フ ライ デ ー双 方 の無 差 別 曲線 の 限 界 代替 率 が

等 しい点 で決 定 され る こ と を意 味 し,働 式 は,双 方 の効 用 示 度 が等 しい とい

う制 約式 で あ る。 フ ラ イデ ー の無 差 別 曲線 がy軸 方 向 か らみ て,凸 で ある こ

と を加 味 す れ ば,こ の2条 件 を満 た す点 は,Y1-Y2, X1-X2で あ り,第1,

第2の フ ライデ ー の ロ ビ ン ソ ンに対 す る交 換 量 が等 しい場 合 に の み,極 値 に

至 る ことを示 してい る。 さ らに,こ の2つ の 式 に,残 りの① ② ⑨ ⑩ の条 件 を

加 え,最:終 妥結 に よ るy財,x財 の 総 交 換 量 を,そ れぞ れ η,ξ とす る な ら

ば,1入 の ロビ ン ソ ン と,2入 の フ ライデ ー の 交換 を示 す 方程 式 は,次 の3

つ に集 約 さ れ るo

◎ 絵i。 ギ 絵 。一ξ/2

       y一 η         y==η/2
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に至 る まで の1人 対1八 の

契 約 曲線 上 の 径 路 は,ロ ビ

ン ソ ンの無 競 争 的 な状態 の

ま ま,フ ライデ ー 間 の 利 己

心 に基 く競 争 が,そ の契 約

条 項 を変 更 さ せ て ゆ き,最

終 的 に,一 人 の フ ラ イデ ー

がB点 他 の フ ライデ ーが0

点 に至 っ た時 に そ の競 争 は

ゆ きづ ま る。 そ れ以 降契 約

条 項 の変 更 は,も っぱ ら ロ

ビ ン ソ ンの利 己心 に基 づ く

◎F(1LY(ξ/2, X7/2)

◎R(4);X(ξ,η)

 (た だ し,R(4)は,こ の 交 換 に よ っ て も た ら さ れ る ロ ビ ン ソ ン の 効 用 指 度

  を示 す)

 この よ うな1人 対2人 の 交 換 を,図4に よ って7」ミせ ば 次 の よ うに な る。

す な わ ち,初 期点AかB点

                      図4             y

                   (4)                   R

CR(ξ
,η)R(3)

(a

鋒協
cF(ξ/2.η/2)

フライデー の競 争

丶

Fω

R(1)

A

F(3)

             0

斡旋 活動 に依 存 す る。 つ ま り,フ ライ デ ーの 無 差 別 曲線Fω 上 での 接 線 の 傾

きが,ロ ビン ソ ンの無 差 別 曲線 の 接線 の 傾 きと等 し く,取 引 バ ラン ス を満足

す る点GRに 対 応 したCFに,双 方の フ ライデ ー を斡 旋 す る こ とに よ って,

R(3)よ りは る か 高位 の無 差 別 線R(4}に 至 る こ とに な る。 この よ うに して1人

対2人 の 契 約 は,独 占的 立 場 の 者が,彼 自 らとの 相 対取 引 の み を認 め る とい

う取 引 方 法 を 固執 す る限 り,該 当 者 に と って,き わめ て有 利 な最 終 確 定契 約

が 可 能 と な る。

 2-3相 似 無差 別 曲線 と1人 対2人 の交 換 に 澄 け る充 分条 件

 1人 対2人 の競 争 の場 に おい て,先 の よ うな 都合 の よい 図が 描 け る の か,

X
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又,最 終 確 定契 約 を示 す 必 要 条 件 は,充 分 条 件 を満 た す の で あろ うか,な ど

とい うこ とは,未 解 決 の問 題 で あ る。 相似 無 差別 曲線 の概 念 設 定 と,そ の利

用 に よって,こ の疑 問 に答 え る。 そ の設 定 は 加 え て 本 論 で の以 降 の論 述 に,

使 利 で あ る とお もわ れ る。 又,さ らに,こ の理 論 仮 説 の特 定化 と将 来 の実 証

分析 の 為 に解 法 の簡 略 化 を導 く もの と考 え られ る。

 この相 似 無 差 別 曲線 は,エ ッジ ワー ス 自身 が 示 した 補 助 契 約 曲線(supp-

lementary COntract CUrve)と,非 常 に 似 た 役 割 を 果 す もので あ る・ しか

し,2っ の グル ー プの取 引 参 加 者 の 人 数 が 異 る場合 を補 助契 約 曲線 を 用 い て

分析 しよ うとす れ ば,あ る場 合 には,契 約 曲線 が 補 助 契 約 曲線 に な った り,

又,逆 の場 合 も起 った り して,い たず らに混 乱 をま ね くで あ ろ う。 した が っ

て,補 助契 約 曲線 に代 わ る分 析 用 具 と して 相 似 無 差 別 曲線 の概 念 を設 定 す る。

 相似 無 差 別 曲線 は,初 期 保 有 点(図3,4な どに 於 い て は 原点0)に 対 し

て,無 差 別 曲線 と相 似 を描 く曲線 を意 味 す る。 そ の 曲線 群 は,も との無 差 別

曲線 群 と似 か よった性 質 を 有す る こ とか ら,相 似 無 差 別 曲線 とい う名 称 をつ

け る こ とに す る。 よ り具体 的 にす る た め に,ロ ビ ン ソ ンの無 差 別 曲線 を例 と

して,以 下 の よ うに話 を進 め よ う。

 ロ ビ ン ソ ンの無 差 別 曲線 群 な い しは効 用関 R=X(x,y)と,原 点0に 対

して 相似 を描 く曲線 群 を考 え,そ の縮 尺 率 を1/Nと し よ う。 そ の 曲線群 を相

似 無 差別 曲線 群 と仮 称 し,縮 尺 率 の1/Nを と って,関 数 記 号 の右 肩 の数 字 で

示 す。 した が って,。 ビ ン ソ ンの1/N尺 の 相臙 差 別 曲繍 は,R-X堀

(。,y)と 表 わさ れ る こと に な る。 このX堀 は,も との 関数 記 号Xと 対応 し

て,

    R-X堀(。,y)=X(Nx, Ny)

が 成 り立 って い る。 夂,無 差 別 曲線 の 形 態X(x,y)及 び縮 尺 率1/iNが 決 ま

れ ば,そ れ に 対応 す る相 似 無 差 別 曲線X派(x,y)は,ユ ー砂 囀 か れ る こ

とに な る。 そ して,こ の よ うな相 似 無 差 別 曲線 は,次 の よ うな3つ の 性 質 を

も って い るo
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(1)相 異 な っ た効 用示 度 を もつ無 差 別 曲線 が 交差 しな い な らば,相 似 無 差

 別 曲線 自体 も交 差 し ない。 又,逆 も成 立 す る。

 (縮 尺 率 は 固 定 して 詮 く)

(2)R寓X(x,y)がx軸 方 向 に対 して,IH1性 を もつ な ら,そ の 相 似 無 差 別

曲纐 一X橘(x,y)も,x軸 方向嫻 して凸性を もつ。 又,逆 も成立 する。

  (Rは 指 定 さ れ た効 用示 度 を示す)

 (3) R=X(x,y)上 の任 意 の点(ξ,η)で の限 界 代 替 率,つ ま り接 線 の

  傾 きは,畆X撫 。,y)上 の 点(ξ バ,η バ)の 限界 代 替 率 と等 しい。

 この(1)の 性 質:に つい て は,も との 無 差 別 曲線 が 交差 してい る な らば,そ の

交 差 点 は,縮 尺 され た 相似 無 差 別 曲線 に つ い て も移 転 され る。 又,逆 に,相

似 無差 別 曲線 に交 差 点 が あ る な ら,そ れ は,無 差 別 曲線 に も拡 大 図 と して 移

さ れ る こ とに な るか ら,明 らか で あ ろ うQ

 第2の 性 質 に つい て は,図5の よ うに,Xy平 面 の点 を ベ ク トルμ で示 す

と,次 の よ うに:導かれ る。

                        図5
つ ま り,RこX(x, y)がx軸 方

向 に 対 して 凸 性 を もつ とい うこ

とは,効 用 示 度Rを もた らす任

意 の2点 μ1,μ2に つ い て,そ

の 両点 を結 ぶ 線 分 の 内 点 μ3一

(1一 λ)μ1+λ μ2(λ は1=〉 λ

>0を み た す 定 数)に 対応 して,

μ4=kμ3(k<1)か1つ, R-

X(μ4)と な る μ4が 該当無 差別

曲 線 上 に定 ま る とい うこ とで あ

る。 この条 件 は,相 似 無 差 別 曲

纐 一X撫x,y)上 に移 した

1/Nμ1
,1,へ μ 、 に つ い て,

亀

0

y

  1

R=XN(x,y)

   μ3,

    ∠

μ1μ41古
μ・

  %'
 !!

'＼ 一 ☆・・

＼ 一噛 μ・

R=X(x,y)

μ2
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な るか ら,無 差別 曲線 がx軸 に対 して凸 な ら,疑 似 無 差別 曲線 もx軸 に 対 し

て凸 とな る。 又,逆 に つ い て は,こ ん どは拡 大 図 を考 え れ ば よい こ とか ら成

立 す る。

 この よ うに,相 似 無差 別 曲線 は,も との無 差 別 曲線 の 凸 性,無 交 差 性 を 引

き継 ぎ,そ れ と類 似 した特 性 を もつ こ とに な る。 そ して,(3)の 性 質 に つ い て

は,次 の よ うに示 せ よ う。 無 差 別 曲wa R ・・ X(x, y)上 の任 意 の点(ξ,η)に

お・け る。

 限 界 代 替 率 は

    農」 一一夥聚 μ
      y=η        y=η

で あ る。 他 方,(ξ/N,η/N)上 で の 相似 無差 別 曲線 の 限界 代 替 率 は,

              

    跳=;ズ ー嶽 夛=綴
          

で 示 せ る。 さ て,xN(x, y)=一 ・X(Nx,Ny)が 成 立 し て い る か ら, Nx, Nyを

そ れ ぞ れz,wど 齢 け ば,次 式 が 成 立 す る 。

    ∂X堀  ∂X(Nx,Ny)  ∂X(。, w) ∂。

    ∂x    x=ξ!/N       ∂x      x==ξ!/N      ∂z     z==ξ  ∂x       
广 η/N、    yこη/N    w=η

       ∂X(x,y)
    =・=N・         ∂

x   x・=ξ

            y=η

し た が っ て,

       

     ∂xN/∂x  -N・ ∂X(x, y)/∂x

     ∂xk/∂y夛=綴N● ∂X(x・y)/Oy夛=1

一73一



ま ず,フ ラ イデ ー の無 差 別

曲線群 は,y軸 方 向 に 対 し

て 狭 義 の凸 を形 成 し,曲 線

群 どれ を と っ て も,相 互 に

交 差 す る こ とが な い か ら し

て,フ ライ デ ーの2倍 拡 大

の 相似 無 差別 曲線群 も,同

様 の性質 を もって い る。 し

た が っ て そ の 一 つ で あ る

F(i1=Y・(x,y)と,・ ビン

ソンの 無差 別 曲線 群 との 接

点 は,唯 だ一 つ しか な く,

が成 立 す る こ とに な り,(3)の 性 質 が導 かれ る こ とに な るQ

 この よ うな性 質:を もつ 相 似 無差 別 曲線 を使 って,1人 対2人 の交 換 方程 式

の解 が,労 働 つ ま り財yの 買 手独 占的立 場 に ある ロ ビン ソン に とって,取 引

が 成 立 す る状 況 の 中で もっ と も有 利 な状 態 の契 約 を示 す こ との充 分 性 を図6

に よって 示 そ う。                    cR㌧F(1>

                      図6   !/=Y2(x,y)                            ノ                            ノ
                y             /  Z'
                          !
                          !
                         !
                         !
                        1
                        !

R(4)_
X(x,y)

0

C ノ

d
m

多

/

朔

'

,

 

 

,
"

!

/z
ク

c'

C"
1

=Y(x ,y)

X

図6で は,cR点 と し て 示 さ れ る 。 こ の こ と は 交 換 方 程 式 の 解,つ まb,cR,

cF点 で の 契 約 が ユ ニ ー ク に 定 ま る こ と を 保 証 し て い る。 さ て,2人 の フ ライデ ーの取

引 ベ ク トル をF(1)== Y(X,Y)上 の 任 意 の2点C', C"に 定 め る 場 合,そ の2点 の

中 点zは,フ ラ イ デ ー に と っ て,F(i)よ り 高 位 の 無 差 別 線 上 に あ る こ と か ら,

            ノ              ノ      

そ れ を2倍 に の ば した点z(つ ま りC,Cの ベク トル和 を示 す点)は,相 似

無 差 別 曲線:F(1)一Y2(x, y)よ り南 東 方 向 に位 置 す る。 他 方,交 換 方程 式 に

よ っ て導 か れ る ・ ビン ソ ンの 無差 別 曲線R(4LX(x,y)は,フ ラ イデ ー の相

似 無 差 別 曲線F(1LY2(x,y)と の 共 通 接 線4よb北 東 方 向 に位 置 す る こ と

                      (4》                       よ り低 位 に ある
。 した がか ら,z'点 で の ロ ビン ソ ンの効 用示 度 は,こ のR

って,cR点 は,ロ ビ ン ソ ンに とっ て,フ ラ イデ ーが 契 約 を拒 否 しない 範 囲
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で,最 高 位 の 効 用水 準 を もた らす 引量 で あ り,そ れ が,ユ ニー ク に定 ま って

い る ことが わか る こ とに な る0

 2-4 1人 対N人 の交換

 ロ ビソ ソン1人 に対 して,2人 の フ ライデ ー が 臨 む競 争 の場 は,1人 に対

してN人 が臨 む競 争 の 場 に,容 易 に拡張 さ れ る。1人 対2人 の場 合 の解 法 と

同様 に す れ ば,1入 にN人 が 臨 む 最 終確 定 契 約 は,次 式 に よ って示 され る。

(た だ し,説 明 の便 宜 上,前 節 と同 様 独 占者 を ロ ビン ソ ンに,N人 の相 手 を

フ ラ イデ ー に なぞ らえて 考 え てい る)

               

◎ 謙1織
=膿 こ疆 妻=1帚1絵 夛=srs

◎F('}・ 一 Y(ξ/N,η.《)一Y(O, O)

◎R(3LX(ξ,η)

た だ,こ の よ うな契 約 を 記述 す る 方程 式 が 意 味 を持 つ た め には,ロ ビン ソ ソ

1人 に 対 す る交換 者 が 増 加 す る こ とに よ って,必 ず ロ ビン ソ ンの 効 用 が増 す,

とい う補足 を必 要 とす る。 い い か え れ ば,1入 対N入 の取 引 は,Nよ り小 さ

いMに 対 して1人 対M人 の取 引 に よって 再 契 約 を して も意 味 が な い こ とを示

さね ば な らないQこ の節 は,主 と して,こ の こ とに つ い て 言 及す るQし た が

って,こ の こ とが 成 り立 てば,上 の3つ の 式 は,1人 対N人 の 最 終確 定契 約

を 記述 す る こ とに な る。

 ロ ビン ソンの 相 似 無差 別 曲線 は,縮 尺 率1/N(N≧2)を 固 定 す る限 り,フ

ライデ ー の無 差 別 曲線F(')と,必 ず1点 で接 す る。 した が って,1人 対N人

の取 引 を 記述 す る上 の方 程 式 の解 ξ,η は,ユ ニ ー ク に定 ま って い る こ とが,

あ らか じめ わ か ってい る。

 さ て,フ ラ イデ ー の無 差 別 曲線F(1)に 接 す る ロ ビン ソ ンの 無差 別 曲線R(3)

を 考 え る 。 そ し て,そ れ ら2つ の 無 差 別 曲 線 に よ っ て 区 切 ら れ た 空 間 を 図7

の よ う に,S1,S2, S3, S4で 表 わ そ う 。 S1は,ロ ビ ン ソ ン の 無 差 別 曲 線R(3》
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よ り北 西 方 向・S4は ・フ ラ 北 西

イデー の無 差 別 曲線:Fω よ  y

り 南 東 方 向,S2,S3は,

そ れぞ れ,そ れ らか らは み

出 した南 西 方 向,北 東 方 向

の領 域 を意 味 してい る。 そ

して,便 宜 上,境 界 線F(11

をS4に 含 ませ,:境 界 線R(3)

CB点 を除 く)をS2,S3

に含 ませ て 齢 く。

 さ て,1人 対N人 の交 換

に よ っ て 決 ま る 取 引 座 標

(ξ,η)は,Nが1よ り

大 きい 整 数 で あ る限 りS4
             0

に 含 ま れ な い こ と は,明 ら

か で あ る。 又,

と 〉.ば,も し 座 標(ξ,

S1

図7

Rf3)ｰX(。,y)

A`

'・(ξ η).鹽

m

表♂

(ξ,η)A'

羅
磁
魂
溺

ぐ
漆

 

、}蓄
淵

S

……

Z墨

北東

F(1)_Y(x,y)

隸 さ
1●  ・

＼ ・ S4

dy

dx

南東

       S2、 S3の 領 域VC含 まれな い こと も,以 下 の よ うに示 せ る。 た

           η)が 図7A点 の よ うに&内 に含 まれ て い た と し よ

う。 そ して,そ の座 標 と原 点 を 結 ぶ 線 分 とF(1)の 交 点z上 の 接線 君が,B点

よ り北 東 方 向 で 無 差 別線R(3)と 交 差 す る場 合 を 考 えて み よ う(交 点w)。

(B点 よ り南 西 方 向 に あ る場 合 は,半 直線OAが 無 差別 線R(3)と 必ず2点 で

交差 す る こ とにな りその 北 東の 交 点 よ り上方 のR(3)上 で ロ ビ ンソ ンの無 差別

曲線 が交 わ っ て し ま うこ とにな り以 下 の論 旨は 明 らか とな る。)こ の 場 合,

そ の 接線 よ り も上 位 にあ り,Lと 平 行 な(ξ,η)上 の 接線 は, wよ り も上

位 の点 でR(3)と 交 差 す る。 さて(ξ,η)を 逸 る ロ ビ ン ソ ンの無 差 別 線 は,

そ の接 線 よ り上方 で彎 曲 して い るの で,R(3)とVよ り上方 の点 で 必ず 交 差 す

る こ とに な る。S,に 含 まれ,S,と の境 界線 ぜ3)上 に(ξ,η)が 位 置す る場

合 には(A'点),(ξ,η)上 で ロ ビ ン ソ ンの無 差 別 線 は,Bよ り限 界 代 替

率(d%x)の 大 き い状 態 で のR(3)と,F(1)上 のzの 限 界 代 替 率,つ ま りBよ り

限 界 代 替 率 の 小 い も う1つ の無 差 別線 を 共 有 す る こ とにな る。 この よ うな考
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え方 は,S2内 の取 引 で も同 様 成 立 し,結 局,取 引 座標(ξ,η)が 存 在 す れ

ば,そ れ は,S,内 の 領 域 に位置 せ ね ば な らな い こ とを意 味 して い る。

 こ こで 確 め られ た こ とは,「1人 対N入 の 取 引関 係 式 に よって 決定 さ れ る

取 引 座 標(ξ,η)は,も し存在 す る とす れ ば,そ れ は,S1領 域 内,つ ま り

1人 対1人 の 交換 に よ って ロ ビン ソ ンが 得 る最 大 効 用R(3)よ り高 い効 用示 度

を もつ 取 引 で なけ れ ば な らな い 」とい うこ とで あ る。 この こ とに先 に示 した

「1人 対N人 の取 引(ξ,η)は,必 ず1つ 存 在 す る 」 とい うこ と を加 味す

れ ば,「1入 対N人 の取 引 は,1人 対1人 の取 引 よ り も,常 に独 占者 側 に 有

利 で あ る 」 こ とを意 味 す る。 つ ま り,独 占的 立 場 の者 が,相 手 を1人 に しぼ

って再 契 約 して効 用 を高 め る 可 能 性 が な い こ とを示 して い る0

 次 に問 題 とな る とこ ろは,1人 対N人 の取 引 が1入 対M人,(N>M)≧2)

の取 引 に よ って,と ってかわる余地がないか,否 か についてであ る。 結論 を 先取

りすれば,こ の よ うな ことは,生 じえない,と い え る。 今,フ ライデーの 無 差別 曲

線:F(1}をM倍 に拡 大 した相 似 無 差 別 曲線 を:F(IL YM(x, y)と す る。 そ して,

先 の 図7に お い て,フ ライデ ー の無 差別 曲線 を,こ の:F(1LYM(x, y)と 置

換 え,B点 を取 引座 標(ξ,η), R(3)を ロ ビン ソ ンの(ξ,η)を 通 る無

差 別 曲線 と書 き改 め る な ら,先 と同 様 に して,1人 対M+1人 の変 換 は,そ

の ・ビ ン ソ ンの無 差 別 曲線 の 北 西方 向 に解 を もた らす。1入 対2人 の交 換 は,

独 占者 に と って,1人 対1人 の交 換 に ま さ る。1人 対M+1人 の交 換 は1人

対M人 の交 換 に ま さ る,と い うこ とが 示 され た わ け で ある。 した が って,独

占者 は,1人 対1人 より1対2,1対3と,順 次 有 利 な状 態 に至 るわ け で あ

り,1八 対N人 の交 換 は,Nよ り小 さいM入 の 再 契 約 に と って代 わ る こ とは

ない,と い うこ とが 証 明 され るo

 この よ うに して,独 占的 立 場 の者 は,相 手 の 人数 が 増加 す るに した が って,

有 利 な 契 約 を享受 す る こ とに な る。 そ して,1人 対N人 の 契 約 は 冒頭 に 示 し

た方 程 式 に よ って 示 さ れ る ことが で き る ので あ る。

 相 手 の数 の増 加 は,極 限 で,ど の よ うな契 約 を示 す の で あ ろ うか。 この 間
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に 答 え るた めに,冒 頭 の1人 対N入 の契 約 を示 す 式 の入 数 を無 限 に 近 づ け た

の が 次 式 で あ る。

◎1菱ili絵 ド 芸Y(x, y)/axY(
x, y)/ay。 一。

          y鵠η          y→0

◎F(1L4imY(ξ/N,η/N)
     N→oO

 ◎  H,=X(ξ,η)

つ ま り,フ ラ イデ ー の原 点 の近 傍 での 無 差 別 曲線 の 接線 が,ロ ビ ン ソ ンの 無

差 別 曲線 に接 す る点 で あ り,そ の点 で の契 約 は,独 占的 立 場 の 者が と り うる

最 大 の効 用 を導 く こ とに なる。(図8)
                    図8
そ して,取 引 参 加者 全 て が,相 手 の 効 用 を

低 下 さ せ る こ とな く自 らの効 用 を高 め る こ  y

とが 出来 ない 確 定 契 約 を もつ こ と,つ ま り

確 定契 約点 が契 約 曲線 上 に あ る こと。 全 て

の取 引者 が 均一 の 相 対 価 格 に 直 面す る こ と,

つ ま り原点 か らの半 直線 に,ロ ビ ン ソン,

フ ライデ ー 双 方 の無 差 別 曲線 が接 す る。 と

い う2つ の条 件 を兼 ね そ な え て い る。

 こ こで の帰 結 は,興 味 深 い 。 独 占的 立 場

に あ る1入 に対 して取 引相 手 の 人 数 が 無 限

大 に近 づ く な らば,該 当 者 は,き わめ て 有

利 な取 引 を展 開 で きる。 そ して,そ の よ う                    0

な状 態 では,相 対 的 効 用 極 大,と 仙 格 の 均

相手の入数が増加 してい く

場合の独占的契約の推移

 1人対oo入

 ＼

 11

  丶

ノ1人 対5人  ノ

ノ 囓 人
 /  戸1)

1人対1入

X

一性を保証す るものである
。この よ うに独 占者 に有 利 な分 配 構 成 と,パ レー ト的

な分 配 の最 適 基 準 の 並 存,が この よ うな取 引 の特 徴 と して示 さ れ る こ とに な

るo(こ の点 に関 しては,5-6で 再 論)

 2-5 共 同組 織 の効 果
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     一1人 対 多数 の 競 争 の場 の再 考 一

 前 節 と,そ の 前 の 節 で示 して きた,1入 対 多数 の 競争 の場 に 関 して,コ ア

の理 論 が示 唆 す る と ころ は,よ り一 般 的 可能 性 を含ん でい る こ と を,こ とわ

って お くべ きで あろ う。 そ れ は,前 節 の接 近 方 法 と,コ ア の理 論 との相 違 に

よる もの で ある。 つ ま り,前 節 で の帰 結 は,独 占的 立場 の 者 が,契 約 に よ っ

て 最 大 の効 用 をえ る に は,自 ら との相 対取 引 の み を認 め る とい う立 場 を つ ら

ぬ きさ え す れ ば,取 引相 手 の効 用 を低 め ない 範 囲 で,自 らの効 用 を最 大 にす

る契 約 をか ち とる ことが で きる,と い う こと で あ った。 他 方,コ アの理 論 に

み られ る接近 は,市 場 参加 者 の任 意 の グ ル ー プ に よって 除外 され な い契 約の

姿 を追 求 す る,と い う点 に核 心 が あ る。

 この 双 方 の ギ ャ ップに つ い ては,N入 対N入 の エ ッ ジ ワース ・ボ ック ス で

の レオ ン チ ェ フの立 場 と,エ ッジ ワー ス 自身 の立場 の違 い に,丁 度 類 推的 で

あ る。 この点 を 示 せ ぱ 次 の よ うに な る。

 レオ ン チ ェ フが 「賃 金 契 約 の純 粋 理 論 」注10)で 展 開 した考 え 方 は,一 方 の

N人 が 共 同 して 独 占的 立場 を形 成 した場 合 に,相 手 の 効 用 を低 め ない 範 囲 で,

そ の構 成 員 の 効 用 を最大 に:す る契 約 が 可能 で ある,と す る と こ ろに:ある。 他

方,エ ッジ ワース は,完 全 競 争 均 衡 点 と,レ オ ンチ ェ フの考 え る契 約点 の 問

の契約 曲線 上の どこかで,最 終妥結が存す る,と い う立 場を と り,確 定 点を示さない。

 ただ この共同 して・独 占的 地歩 を形 成 す る競 争 の場 については,両 者 共,共 同

組 織(co-operative association)な し(しは,労 働 組 合(Trade Union)

の市 場経 済 へ の 効 果 に 関 す る理 論 の橋 頭 堡 とな る こ とを意 図 してい る ことは

疑 い なか ろ う。 エ ッジ ワース の,「 … 契 約 に 関す る共 同体 の 効 果 が い か な る

もの か,と い う課 題 に 関す る平 明 な解 答 は,い ま ま で与 え られて きてい ない

  注11)    とか
,レ オ ンチ ェ フの,「 労 働組 合 側 が 自己 の た め に圧 倒 的 な交 渉… 」

注10) Leontief, W.,・Essays in Economics,7'ん60γ`θ3｢nd Theorizing,

   1966,

   時 子1」」和 彦 訳 『経 済 学 の 世 界 』15章,1974年 。
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力 を確 保 で きる な ら,支 払賃 金 の み な らず,雇 用 労 働量 を も団 体 交 渉 の議 題

                             注12)に:加え る こ とに よ
って,自 己の分 配分 を 確 実 に 高 め る だ ろ う 」                               とい う論

述 か ら も,そ の こ とが うか が え よ う。 しか し,エ ツジ ワー スの場 合 には,契 約

曲線 上 の 不確 定領 域 の位 置 に したが って,組 合 構成 員 の 完 全 競 争 点 での 効 用

か らの増 分 が 異 な る,と い う以 外 に,そ の効 果 の分 析 につ い て の進 展 は ない。

又,レ オ ン チ ェ フの考 え 方 に つ い て も,共 同 して独 占 を形 成 す る場 合,そ の

組合 構 成員 の 二 部 の グ ルー プが ぬけ が け して,新 た な組 合 を構 成 して取 引 相

手 に 臨 む よ うな可能 性 に つ い て は,ど の よ うに考 え てい るの かは,不 明 確 で

あ る。 元 来,構 成 員 に 対 す る組 合 の強 制 力 は,必 ず し も強 い もの では ない。

そ の よ うな場 合,一 部 の 構 成員 が,新 た な組 合 を作 成 す る こ とは,ぬ け が け

した そ の各 々の構 成 員 に と って 十 分 利 に か な っ て い る とい っ て よか ろ う。 加

              注13)                労 働 組 合 の分 配 に与 え る効 果 を分 析 す るえ て
,辻 村 が 指摘 す る よ うに,

に あ た って は,個 々の労 働 者 の交 渉 上 の 地 歩 の 基 本 を なす 生 存 限 界 域 とい う

ア ダ ム ・ス ミス い らい の 問題 を無 視 して語 る こ とは あ ま り意 味 が なか ろ う。

 この よ うな こ とを 考 え れ ば共 同組 織 の分 配 に与 え る効 果 を包 括 的 に と らえ

る理 論 仮 説 を提 示 す る こ とは,き わ め て困 難 で あ ろ う。 この節 の表 題 で 「共

同組 織 」 とい う言 葉 を 使 った が,包 括 的 な 共 同 組織 の効 果 に言 及 す るつ もり

はない。 前節,前 々節で示 した独 占的要素を含む競争 の場 におけ る契約の姿 と,コ ア

の理論的方法か ら接近 した契約の姿 の間隙を説 明す るに当って,共 同組織 の存在を考

慮 す ることに よって,一 人対多数の取引は,よ り明確 になる。 独 占者に対抗 する共同

組織 とい うきわあて限 られた範囲に限定す ることに よって,共 同組織の存在 は,前 提 と

して一与えるのでばなく,市場 参加 者の利 己心 に基づいて形成され うるとい うことを示 したい。

 1人 対 多 数 の 競 争 の場 を,コ ア の理 論 の視 覚 で展 開 す る ため に,ま ず 基 本

概 念 を述 べ よ う。 コ ア 内 での 契 約 とは,競 争 の場 に 参 加 す る構 成 負 の い か な

注11) エ ツジ ワ ース 前 掲 書P.43～P.47.

注12) レオ ン チ ェフ前 掲 書p.230.

注13) 辻 村 江太 郎 前 掲 書 6章 。
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る'coalition'(連 携,結 託,取 引)に:よ って も,'block'(妨 害)さ れ な

い 契 約 を 意 味 す る。 したが っ て,エ ッジ ワー ス の展 開 での,再 契 約 の余 地 の

ない 契 約 曲線 上 の取 引 と対 応 して い る と考 え られ る。 又,こ こで 展 開 して き

た競 争 の 場 の モ デ ル は,必 ず コア を もつ ゲー ムに変 換 され,コ ア を もつ ゲー

ム の コ ア内 の 契 約 に:診い ては,等 しい立 場(初 期 保 有 と無 差別 曲線 が等 しい)

に あ る取 引 主 体 は,全 て等 しい 契 約 に応 ぜ ざ る をえ ない,と い うことが 示 さ

                                  注14)    注2)      
そ こで,こ れ か らは,こ の 命 題 を容 認 した うえ で話 を進 め よ う。れ てい る。

 さ て,1人 対 多数 の取 引 で あ るが,こ こでは,図 解 の便 宜 上,1人 対2人

に 固 定 して話 をす る。1入 対N八 の取 引 については,方 程 式,相 似 無 差別 曲線

等 に表 われ る 厂2」 とい う数 字 を全 て 「IN」 に澄 きか え れば そ れ が妥 当 す る。

した が っ て1入 対2入 の 契 約 曲線 を示 す が,そ の2人 の双 方 が等 しい立 場 に

あ る契 約 曲線 の 場 合 の み を示 して 澄 けば 十 分 で あ ろ う。 何 故 な ら,コ ア内 で

の取 引は,そ の2入 に と って等 しい最 約 確 定 契 約 にな る か らで あ る。

◎aX(xaX(x:y)/axY)/aY x
Y=1畿:ll秀1夛=1傷1妾il:y)/aXy)may Xy=彩蹇

 ◎  X(ξ,η)≧X(0,0),Y(ξ/2,η/2)≧Y(0,0)

を 満 足 す る 座 標(ξ,η),(ξ/2,η/2)に よ っ て 描 か れ る 軌 跡 が そ れ で あ

るQそ し て,(ξ,η)は,独 占 的 立 場 の 者,つ ま り こ こ で は ロ ビ ン ソ ン の 契

約 点 を(ξ/2,η/2)は フ ラ イ デ ー の 契 約 点 を 示 し て い る 。 そ れ は,図9で

は,cFか らDFが フ ラ イ デ ー に つ い て, cRか らDR点 ま で が ロ ビ ン ソ ン に 関

す る も の と し て 示 さ れ て い る 。 な 診,点 線 で 示 し た も の は,ロ ビ ン ソ ン の%

縮 尺 の 相 似 無 差 別 曲 線 で あ る 。

注14)以 降 は,完 全競 争均 衡 点 が ユ ニ ーク に定 ま る よ うな,ロ ビン ソン,フ ライデ ーの無

   差 別 曲線 を仮定 して話 を進 め る。実 証 分析 のた めの理 論 仮 説 の模 索 とい う立場 か ら

   す れ ば,ま ず,完 全競 争 均衡 点 が ユニ ー ク な場 合 を考 え るべ きで あ ろ う。 難解 な解

   の数 が 一 つ で ない条 件 での問 題 は,特 定 化 とのか か わ りあい の 下 で再考 した方 が実

   り多い と考 え て の こ とで ある。
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'さ
て, ロ ビ ン ソ ン に と っ

て,一 番 不 利 で,双 方 の フ

ラ イ デ ー に と っ て 一 番 有 利

な 契 約DF DRつ ま り,こ

の ロ ビ ン ソ ン,フ ラ イ デ ー

の 契 約 曲 線 の 東 南 端 の 契 約

に 着 目 し よ う02人 の フ ラ

イデ ーがDFI点 で,ロ ビ ン ソ

ンがD『 点で,と い うこの よ

うな 契 約 は,た しか に,2

人 の フ ラ イデ ー を等 しい立

場 に 固定 した場 合 に は,契

約 を変 更 させ る動 機 は な い。

しか し,こ の よ うな取 引は,

提示 す る こ とに よっ て,

y
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             ロ ビン ソンが 一方 の フ ライデ ー との み 再 契 約 を

           その 契 約 を受諾 す る フ ライデ ー と,・ ビ ン ソン 双 方

の効 用 を 高 め る こ とが 可能 で あ り,有 効契約点か ら除外 されて しま うことになる。

図9で そ の こ とを示 せ ば,次 の よ うにな る。 ロ ビン ソ ンの 相似 無 差 別 曲線1もω

に接 す る フ ライ デ ーの 無 差 別 曲線Fl2)と,ロ ビン ソ ン の無 差 別 曲線ll(i)に よっ

て描 かれ る葉 巻 状 の 領 域Z DF A{W A内 の任 意 の点 で の ・ ビン ソ ン と1人 の フ

ライ デー の 契 約 は,D避DRで 示され る1人 対2人 の 契 約 よ り も,双 方 の効 用

を増 加 さ せ る こ と に なる。 した が って,こ の よ うな場 合,1方 の フ ラ イデ ー

も し くは,・ ビン ソ ンの ど ち らか が,そ の葉 巻 状 の領 域 内に ふ くまれ る1人

                 ノ

対1人 の 契 約 曲線上 の任 意 の点(AA上)で,再 契 約 を 申 し出 る こ とに な る

わけ で あ る。(1入 対2人 の取 引 に おい ては,1人 対1入 の契 約 曲線 が 補 助

契 約 曲線 とな る)コ ア の理 論 の 言葉 を使 え ば,D隅DRで 決 ま る3者 の 契 約 は,

ロ ビ ン ソ ン と1人 の フ ラ イデ ーの 取 引(coalition)に よ って 妨害(block)

され る こ とに な る。 との よ うに して,1人 対2八 の契 約 曲wa cF DFのDF近

X
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辺 は,1人 対1人 の契 約 に よ って有 効 領 域 か ら除外 さ れ るの で ある。

 フ ライデ ー の契 約 曲線 上 をnFか らのぼ って い くと,1対1の 完 全競 争 均 衡

点 パを通 る フ ラ イデ ー側 の無 差 別 曲線 と交 差 す る点 に至 るで あろ う。図10で

iJす よ うに,そ の点 をLF,こ の契 約 に よる ロ ビン ソンの取 引 を示 す点 をERと

しよ う。EFを 通 るフ ライ デ ー の無 差 別 曲線 は,原 点0を 通 る 直線 とA"で 接 し

て い る か ら,こ のEFは,直 線0疋 よ り南東 方 向 に 位 置 して い る。 又, EF点 に

対 応 す る ロビ ン ソ ンの 契 約点ERも,0パ より も南 東 方 向 に あ る。 した が って,

ロ ビン ソ ンの 無差 別 曲線Rノ と,フ ラ イデ ーの パ を通 る無 差 別 曲線 は,図 の よ

うな,斜 線 で示 す 葉 巻 状 の 領 域 を作 成 す る ことに な る。

この葉 巻 状 の領 域 内 の任 意

                      図10
の点 で の1人 対1人 の 再 契
              Y

約 は,coalitionに 加 わ っ

た 双 方 の効 用 を高め る こ と

に な るか ら,結 局LF Lxで

の 契 約 は,1人 対2人 の取

引 の 有 効領 域 か ら除 外 され

る。 す な わ ち,独 占的 立 場

の取 引 者 に臨 む相 手 方は,

1対1の 競 争 均 衡 点 で の効

用水 準 を保 持 で きない こ と

を意 味 してい る。

 さ らに,フ ラ イデ ー の契 0

約 曲線 を北 西 方向 に さ かの

CR

B

(ξ1η
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 (ξ,η)F
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F,F
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    ¥DF
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(ξ/2,η/2)
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π

1
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DR

X

ぼ っ てい くな ら,次 の よ うな点 に至 るで あろ う。 ロ ビン ソ ンの無 差 別 曲線 と,

そ れ に対応 す る%縮 尺 の 相 似 無差 別 曲線,両 方 に,フ ラ イデ ー の無 差 別 曲線

が 接 す る よ うな,CFDF上 の点 で あ る。 図10で は,そ れ をFFと 示 して あ る。

そ して,こ の よ うな点 に 対応 す る1入 対2人 の契 約 は,1八 対1人 の再 契 約
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に よって は,双 方 の 効 用 を高 め る こ とが ない か ら,契 約 曲線 の 有効領 域 の 南

東 端 と して残 る こ とに な る。 この契 約 を 方程 式 で 示せ ば 次 の よ うに なる915)

◎ 聚ill li胤 一ξ一絵:部 男1幽
            y・=η         广 η/2

◎1姜ili部 余 冠 ・一1畿ll彡1撫e・
                                           

            y==η            y=η

 ◎ X(ξ,η)==X(ξ9ηo)

 ◎ Y(ξ/2,η/2)・=Y(ξ?ηo)

注15) 1人 対N人 で の静 止 点 を示 す 方 程式 は,さ らに,1人 対2人,か ら1人 対N-1人

   の結 託 の成 功 す る契 約 点 を除 外 して,次 式 の有 効領 域 の 南東 端 を示 す こ とに なる。

    ◎aX(xaX(x:Y>/aXy)/ay。一ξ.一1畿1濃 冠/N
        l   y一η      y一η/N

      ∂XN-1(。, y)/∂x                    aYCX, y)/aX

    ◎ ∂X古(。,yソ ∂Xy Y=1:茸 ∂Y(・・y)/∂YIXY=1:

             1

    ◎ X(ξ,η)=ｰXN-1(ξ 。,ηo)

    ◎  Y(ξ/N, η/N)=Y(ξo, η。)

   この4本 の方程式を満たす,ξ,η がロビンソンの取引量,ξ/N,η/Nが フライ

   デーの取引量。

                            (E,C)

     Y             X

、
/

-
万
/

    ⊥
   X N-1

   源

   ノ

丶. ノ/Y
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この4本 の方 程 式 を ξ,η,成 ηoで解 くこ とに よっ てえ られ る ξ,η が ロ

ビン ソ ンの取 引量,ξ/2,η/2が フ ライデ ー の取 引量 とな るo

 さ らに,契 約 曲線 を北 西方 向 にさ か の ぼ って い くな ら,そ の 契 約 に対 応 す

る ・ ビン ソ ン フ ラ イデ ーの 取 引 量 を示 す点 を通 る 双 方 の無 差 別 曲線 は,接 し

た り,交 差 した りす る ことが な くな る。 この よ うな状 態 を満 たす 契 約 の1つ

に,2-2で 示 した,CR CF点 で の 契 約 が 掲げ られ る こ とは,云 うま で もな

い。 しか し,こ の よ うな 状 態 が 唯一 の契 約 を意 味 す る保 証 は ない。 た とえ ば,

ri
J3点 か ら,フ ライデ ー のオ ツフ ァ ー ヵ一 ブ上 の1点 を通 過 して,丁 度2倍 に

な った所 で ロ ビン ソ ンの オ ツフ ァ ー カー ブ に交 わ る よ うな半 直 線 上 で の取 引

を考 え てみ よ う。 そ して,フ ライデ ーの取 引量 をGF,ロ ビンン ンの 取 引量 を

GRの 点 で 示 せ ば,図11の よ うに な る。

この図 で 明 らか

な よ うに,ロ ビ

ン ソ ンの無 差 別

曲線 は,GRで1;1:

点 か らの半 直線

と接 す るか ら,

そ の 相 似 無 差 別

曲線 は,CFで フ

ラ イデ ー の無 差

別 曲線 と接 して

い るQつ ま り,

GF, GRは,契 約

曲線 上 に あ る こ

とが わか る。 さ

y
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図11

 〈フライデーの立場〉

(1)0完 全な競争状態

(2一総 蛯 軈 碕 龕同

(3) 弊 皴 芻 龕同纖

丶 ＼
    ＼伺
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 11         丶犠
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      '  フライデ ーの        

オッファーカーブ
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X

て,ロ ビン ソンのGRに 接 す る無差 別 曲線 は,こ の半 直 線 よ り北 西方 向 に位 置

し,フ ライ デ ーのGFに 接 す る無差 別 曲線 は,逆 に,南 東 方 向 に位 置 す る こ と
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か ら,そ れ らは,決 して,交 差 す る こ と も,接 す る こ と もない。 した が って,

この よ うな点 で示 され る契 約 も,1人 対2人 の取 引 の 有効 領 域 と して残 さ れ

る。 この こ とは,1人 対2人 の交 換 に おい て,少 な くと も2つ 以 上 の 「コ ア

内 の契 約 」が あ る こ と を示 して い る。注16)又,こ のG F,G民 点は,取 引主 体 が

1対2の 対(ペ ア)が 無 限 に あ っ た時 の 完 全 競 争 均 衡 点 に あ た る わけ で あ9,

1人 対2入 の取 引 の 有 効 不確 定領 域 の 中 に,1対2の 完 全 競 争 均 衡点 が あ る

こ とを示 してい る。

 1人 に対 して 多数 の取 引者 が臨 む,競 争 の場 に 関 して,コ ア の理 論 的 展 開

は,こ の よ うに,契 約 の 不 確 定領 域 を提7-j・ミす る こ とに な る。 前節,前 々節 で
                      あいたい

確 め られ た こ とは,そ れ に 対 して,独 占者 は,相 対 的 な取 引形 態 を固守 す れ

ば,相 手 の 効 用 を ほ とん ど増 加 させ る こと な く,自 らの 効 用 を,最 大 に す る

こ とが で き る,と い うこ とで あ った。 した が って,こ の間 隙 を考 慮 す るに は,

 あいたい

「相 対取 引 」の 成 立如 何 が か な め とな る。

                    あいたい

 通 常 の経 済 社会 で,買 手 独 占的 な主 体 が,相 対 取 引 を提 示 した り,入 札 制

を施 い た 場 合 に,そ の 方 式 に応 じな い で,個 別 の 多数 の売 手 が,個.人 的 な立

場 で,市 場 全 体 に 関 して独 自の交 換 方味 を捷 示 した と して も,効 を 奏 す る こ

とは 皆無 とい って も よか ろ う。 共 向 し七,独 占的 立 場 の者 に むか い,交 渉 に

臨 む場 合 に,そ れ が 可能 とな る。 こ㊨ よ うな ζ とか ら,こ の 間隙 とな る契 約

の 不 確 定領 域 を,多 数 側 が 共 同 して,1人 に む か う場 合 に得 られ る契 約 領 域

と考 え て も よか ろ う。 共 同組 織 の役 割 の1つ に乳.こめ 交 渉 力 が 掲 げ られ る こ

とは 疑 い なか ろ 、う。 労 使 間 の 賃 金交 渉 の場 に 参加 しない,労 働 組合 が あ る と

す る な らば,そ れ は,組 合 の 体 を な してい ない と,思 わ れ るか らで あ る。

 ダ ン ロ ッブは,労 働 組 合 の理 論模 型 を え が くに あ た っ て,'「 労 働 組 合 は,

じっさ い に雇 用 さ れ て い るか,ま たは ある条 件 の もとで働 こ うと欲 して い る

賃 金労 働 者 が,そ の集 団 の代 表 者 と して行 動 す る組 合 幹 部 を もつ 一 種 の 企業

注16) 図11で は,フ ライデ ーに つい て は,cFか ら:FFに 至 る契 約 曲線 上 ロ ビン ソン に

   っ い ては,cRか らFR l2至 る契 約 曲線 上 の点 が,全 て この 有効領 域 に あ た る。
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を形 づ くって い る賃 金労 働 者 た ちか ら構 成 さ れて い る と規 定 す る。.し か し,

この企 業 は,利 潤 を得 て他 の営 利 会社 に再 販 売 す る た め に労 働 用 役 を購入 す

る こ とは しない 。 この よ うな 定 式化 は,組 織 者1人 の独 占的 利 益 の た め に あ

や つ られ てい る よ うな企 業 を排 除 す るた め で ある。 労 働 組 合 が商 売 の道 で あ

                       注17)                         と述 べ て い る
o組 合 のれ ば,営 利 会 社 の普 通 の 模 型 で充 分 で あ る。 … 」

経 済 的 測 面 に 限 っ た場 合 に お い て も,こ の よ うな考 え 方 が,必 ず し も如 何 な

る場 合 に も現 実 妥 当 的 で あ る こ とは,考 え られ ない。 この こ とは,彼 自身 も

            注18)               しか し
,こ の ダ ン ロ ップの考 え方 の よ うに,と も と承知 の こ とで あ るo

組 合 の活 動 の平 明 な理 論 仮 説 を さ ぐる うえ で,唯 一 の 営 利 会 社側 と,そ の 会

社 で働 こ うとす る 多 くの労 働 者 の 交 渉 の場 を想 定 す る こ とは 寨 一段 階 の研 究

と しては 意味 の あ る こ とで あ ろ う。

 我 々が,こ こで示 して きた,1人 対 多数 の交 換 の場 に 診 け る,共 同組 織 の

位 置 づ け と,上 の よ うな考 え方 が,き わめ て似 か よ って い る とい え よ う。 多

くの労 働 者 が1つ の企 業 に就 職 し,そ の 労 働 者各 々が,い った ん 就職 した な

ら,社 会的 な与 件 等 で,他 の 企 業 に再 就 職 が 困 難 で あ る よ うな場 合 。 又,そ

の よ うな状 況 の下 で,生 み 出 され た労 働 組 合 が,個 別労 働 者 の意 向 を反 映 し

て,賃 金 率 の み な らず,同 時 に,労 働 供 給 の量 を も交 渉 の 場 の 考 慮 の対 象 と

す る よ うな場 合 に お い ては,こ こでの 共 同 組 織 の 在 り方 が意 味 を もつ もの と

な ろ う。 第2に,コ ア論 的 展 開 か ら 自明 の こ とで あ るが,こ の 間 隙 を うめ る

共 同 組織 は,私 的 利 益 に もとつ くいか な る再 契 約,ぬ け が け が 有 効 で ない 意

味 で,そ の 可能 性 は排 除 さ れ て い る。 した が って,こ の結 束 は,全 ての 組 合

構 成 員 の 利 己心 に 合 致 す る もの で ある。 そ の 意 味 で,共 同 組 織 を説 明す るた

注17) llunlop, J,T., W｢ge 1)etermination under Trade Unions, 1950。

   桜 林,宇 田川,石 原共 訳 『団 体 交 渉 下 の賃 金 決 定 』1956.p.36～p.37.

注18) た とえ ば 同上,p.5で,「 …賃 金率 の 決定 を理 解 す るの に:役立 つ よ うに,こ れ に相

   応 した労 働 組 合 の モ デル を うちた て よ う と試 み る。 … モ デ ル をそ の まま現 実 の 世界

   とみ なす よ うな,は き ちが え た具 体性 の誤 りは さけ ねば な らな い。 …」 とのべ て い

   る。
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め の 「 陰 伏 的 理 論 づ け 」(implicit theorizing)で は な く,エ ッ ジ ワ ー ス

の 設 定 か ら,個 々 人 の 合 理 性 を 前 提 し て,自 ら 導 か れ る 。

 こ の よ う な,共 同 組 織 の 存 在 を 加 味 す れ ば,1人 対 多 数 の 取 引 を,以 ト の

3つ の 範 疇 に 分 け て 考 え る こ と が で き よ う。

 〈1人 対 多 数 の 取 引 〉

 範 疇1… … 多 数 間 に 競 争 関 係 が 強 く,結 果 と し て,共1・ 」組 織(Co-opera-

tive Association)が 成 立 す る 余 地 が な い 。 し た が っ て,独 占 的 立 場 に あ

         あいたい

る1人 が,提 示 す る相 対 的 な取 引 方 法 を拒 否 で きず,独 占的 立 場 の 者 は,取

引 が成 立 す る範 囲 で,最 大 の効 用 を享 受 す る こ とに な る。 他 方,多 数 側 は,

該 当取 引 に よ って,ほ とん ど,効 用 を高 め る余 地 が な い。図11で はcF, oR

点 が そ の 取 引 に対 応 してい る。

 範 疇2… … 多数 側 の 個 々の 主体 の 利d心 に か な った共 同組 織 が 成 立 す る場

合 に,導 かれ る契 約 領 域 で あ る。 そ の構 成 員 は,独 占的 立場 の 者 が,よ り よ

い,契 約 条 項 を個 別 に提 示 すれ ば,.そ れ に応 じる立 場 に あ る。 この よ うな状

況 で導 か れ る契 約 妥 結 は,そ の共 同 組 織 構 成 員 に,範 疇1の 場 合 に比 べ,よ

り高 い効 用 を導 き うる もの で あ る。 この妥 結 点 は,一 般 に,不 確 定領 域 を形

ちつ くるが,エ ッジ ワー ス の考 え方 か らす れ ば,そ の中 の ど の点 で,最 約 確

定契 約 な い しは 妥結 が な され るか は,… 厳 密 に 経済 的 背景 以 外 に 既存 す る …

とい う ジェ ボ ンズ の 見解 と同 じ と考 え られ よ う。 又,完 全 競 争 均 衡 で の 契約

は,こ の 不 確 定 領 域 内 に位 置 す る。図11で はcF～GF, cR～GR上 の契 約 を

意 味 す る。

 範 疇3… … 独 占的立 場 の 者 が 多数 側個 別者 に 提 示 す る再 契 約 の提 示 を,い

か な る場 合 に も拒 絶 し,等 しい 立場 の 構成 員は,等 しい交 換 を,と い う前提

を もった 共 同 組織 が 導 く,契 約領 域 を意 味 す る。 この場 合,双 方 独 占的 状 態

を形 ちづ く り,そ の組 織 構 成 員 は,3つ の範疇 の 中で,効 用 を もっ と も高め

る 可能 性 を もつ こ とに なる。図11で は,cF～DF, GR～DR上 での 契 約 が そ

れ に あ た るo
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も,フ ラ イ デ ー をCF点 に:固

定 さ せ て 診 く こ と は で き ず,

オ ッ フ ァ ー カ ー ブ と 直 線4

の 交 点C'に フ ラ イ デ ー が 位

置:す る こ と に:な る 。

し た が っ て,結 局 の と こ ろ,

ロ ビ ン ソ ン に と っ て は,cR

点 よ り 効 用 示 度 の 低 い,HR

点 で の 交 換 以 外 に な いo(

こ の 点 に つ い て は,2-3,

2-4の 説 明 か ら 明 ら か で

あ ろ う)

 2=6相 対 価 格 の 問 題

 財 の交 換 率,つ ま り相 対 価 格 の 問 題 に 関 して,エ ッジ ワース の特 徴 と もい

え る考 え 方 を序 論 で示 した。1人 対 多数 の競 争 の;場に 誇い て,均 一 な価 格 が,

独 占的 立 場 の者 に よって 提 示 され た場 合 に どの よ うに な るか 。 又,逆 に,エ

ッジ ワー ス的 立 場 を,ク ール ノー 的 な独 占模 型 ./用 すれ ば,帰 結 は どの よ

うに な るか。 とい う こ とを示 す な らば,エ ッジ ワー ス の立 場 が よ り明 白 と な

ろ う。 こ こで は,こ の2つ に焦点 が あて られ る。

 エ ッジ ワー ス の箱 に 診 い て,独 占的 行 為 を描写 す る場 合,相 手 の オ ッフ ァ

ー カー ブ上 で効 用 の最 大 化 をす る,と い う手続 が,し ば しば用 い られ て きたQ

それ を,1人 対N人 の 交 換 の場 に書 き改 め るた め に は,数 量 六 ラン ス を考 慮

して,同 様 の操 作 をす れ ば よい。 つ ま り,フ ライデ ー の オ ッ フ ァー カ ー ブ と,

・ ビン ソ ンの1/N相 似 無 差 別 曲線 の 接点 で,フ ラ イデ ーの 取 引 が 決 ま り,そ

れ をN倍 に延 長 した点 で,ロ ビン ソ ンは取 引 を決 定す る こ とに な る。図12で

示 す よ うに,価 格 の 均一 性 を 前提 とす れ ば,直 線4で 示 す よ うな交換 率 を ロ

ビ ン ソンが 提 示 した と して

                      図12
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 エ ッジ ワー ス が,独 占者 の 合理 性 か ら価 格 の 均一 性は,決 して導 か れ る必

然性 の な い もの と したの は,こ のHR点 がcR点 よ り,ロ ビ ン ソン に と って,低

い 効用 を導 くとい うこと と同 じ意 味 を も って い る。 そ して,又,こ のC民 点が

数 量 規 制 の実 施,乃 至 は,交 換 量 に よ って変 化 す る差 別 交 換 率 の 設定 に よっ

                                注19)
て,実 現 可能 な取 引 量 で ある こ とは,レ オ ンチ ェ フの 指 摘 と対 応 してい る。

彼 は,N人 対N人 の一 方 が 共 同 して独 占的 立 場 とな った 場 合 に つlnて 示 す の

で あるが,1人 対N人 の取 引 に お い て も,全 ぐその こ とが あて は ま る。 共 同

す る側 のN入 を,1入 の 相似 無差 別 曲線 と解 釈 す れ ば,全 く同 様 の 展 開 が 可

能 で あ るか らで あ る。

 レオ ン チ ェ フは,又,そ れ を論 述 す る な か で,か か る数 量 規制 を供 う独 占

的 競 争 の場 が,契 約 曲線上 に 存 す る,と い う意 味 か ら,資 源 の 有 効 配 分 を妨

げ る もの では ない こ とを示 す。 我 々の模 型 に 澄 い て もそ の こ とは,全 く妥 当

す る。 しか も,5-4節 で 示 した よ うに,1入 対N人 の 「N」 が 無 限 大 に近

づ い た 場 合 に 澄 い ては,価 格 の均 一 性 とい う条 件 も,成 立 す る こ とに なる こ

とは 興 味 深 い。

 分 配 の 最 適性 に関す る パ レー トの規 準 は,価 格 の均 一 性 と,契 約 曲線 上 の

取引,の2点 矇 約 され よ う譜2)我 々が ここで導い た帰纈 一 人 対多数

の競 争 の 極 限 に 澄 いて は,そ の条 件 が 成 立 してい る こ とを示 して い る。 独 占

的競 争 の 場 に お け る独 占者 の分 配 上 の有 利 性 と,分 配 の最 適 性 に 関 す るパ レ

ー トの 規 準が ,全 く無 関係 の よ うに 考 え られ る帰結 とい って も過 言で な か ろ

う。 た だ,こ の価 格 の 均 一 性 に関 す る問 題 は,エ ッジ ワー ス 自身 が,「 も し

習慣 とか,財 の特 性 な どの外 的 要 因 か ら,価 格 の 均一 性 が 導 か れ る こ とに な

れ ば,契 約 曲線 上 の取 引 は,需 要 曲線 上 の取 引 に とって代 わ る… 」 と主張 す

る よ うに,具 体 的 市 場 に:対応 させ て,実 証分 析 に よっ て 確 め な けれ ば な らな

し(,点とし(え よ うo

注19) レオ ン チ ェフ前 掲書p.228,「 独 占の 欠 陥」 を参照 。
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 次 に示 され るの は,こ の 節の 第2の 課 題,つ ま り,差 別 価 格 の 問 題 をク ー

ル ノー 的 な独 占モ デ ル に 適応 させ る場 合 の 説 明 につ い て で ある。 した が って

こ こで は,今 まで の 議 論 で考 え て きた諸 仮 定 は と りは ら う。 た だ説 明 の便 宜

上,右 下 りの 需 要 曲線 と,右 上 りの 限界 費 用 が与 え られ てい る場 合 を考 え よ

う。 この よ うな条 件 下 で,凸価格 の均 一 性 を 前提 とす れ ば,限 界 収入 と限 界 費

用 が 等 しい 所 で,価 格,供 給量 を決 定 す れば,財 の 独 占供 給 者 が,最 大 の 利

潤 を獲 得 す る こ とが 出 来 る ことは,云 うま で もない。 そ して,競 争 均 衡 よ り

も高 い価 格 と少 い 供 給量 を まね くこ とは,周 知 の こ とで あ る。

 さて,こ の価 格 の 均 一 性 の前提 を取 りは らい,独 占者 が利 潤 の 最 大化 を求

め るべ く価 格 体 系 を設 置 す る には,如 何 なる 方 法 が あ ろ うか0今,個 別 需 要

者 の需 要 関数 をp-d(q)と して 論 こ う。 話 を単 純 にす る為 に,全 ての 需 要 者

N人 は,マ ー シャル タ イ ブの 同 じ需要 関数 を も ってい る と し よ う。 こ こで 供

給 者 が 取 引 数 量 に依 存 しない 均一 価 格P(1),P(2》 を一与 え れ ば,各 需 要 者 は,

図12の よ うに,そ れ に応 じて,需 要 関数P-d(ql上 のq(1), q(2)を 選 択 す る

こ とに な る。 何 故 な ら,新 た な1単 位

                         図12
の財 購入 よ り,そ れ に よっ て失 う,所  P

得 の 限界 効 用 が大 き くな るか らで あ る。

さて,購 入 量 に応 じて,供 給 者 が価 格

を変 化 させ れ ば,た とえ ば,図12上 で,

購入 量q(1)が 満 た され れ ば,価 格 を,

p(2)に 下 げ て や る とい うふ うに:すれ ば,

購入 量 は,さ らに増 加 し,q(2)の 購入

量 を需要 者 が え らぶ こ とに な る。 そ の

時,こ の 需要 者 が 直 面す る平 均 購 入 価

格 は,p(1)で も, p(2)で もな ぐ,購 入

量 の ウエ イ トで平 均 した もの とな っ て

い る。 つ ま り,こ の よ うな単 純 な2段
0

一 。一一 均 一 価 格P(1)

  ×平 均 価 格P*

 '一fir一一一P(2)

P=d(q)
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階 の差 別 価 格 を独 占的立 場 の 供 給 者 が提 示 すれ ば,需 要 者 は,購 入 量q(21を,

P(2)よ り高 い 平 均 価 格 で購 入 した こ とに な る。 そ し て,こ の よ うな 購入 を し

た 需要 者 の 消費 者 余 剰 に対 応 す るの は,図12の 斜 線 で示 さ れ る面 積 とな る。

これを搬 化 して・供給者が臆 の購入鰤 に対応させ・P≦ ÷fe d
O(q)dq

とい う価格 を設 定 す れ ば,需 要 者 は,そ れ に応 じる こ とに な る。 した が っ て

この供 給 者 は,あ らか じめ,需 要 量qに 対 応 して

◎ 酬 窺qdωdx(瓣 製3膿

なる価格 体系9を 作 成する ことがで きる。P     図13

そ して,こ の 極 限 の価 格 体 系,つ ま り,

qfgd(x)xに 耡 ては瀕 かな 礪

入 量 に 澄 い て も,需 要 者 の 消 費者 余 剰

は,存 在 しな い こ とに なっ て しま う。

又,こ の よ うな価 格 体 系 の 設定 に対 応

させ て,当 該 供 給 者 は,D(Nq)=d(q)

一MC(Nq)が 成 立 す るNqを 供 給 量 と し

て決 定 す る。(た だ し,Dは 市場 の 需

要 関数,MGは 限 界 費 用 を示 す)つ ま

り,図14で 示 す よ うに,'独 占的 立 場 の

供 給 者 が差 別 価 格体 系 を 実 施 す る こ とは,

、

 t、 丶

一 一 一 一M
    

   i＼ 丶

    一一 こり、
      丶

         
丶
丶P=∫ d(x)dx

   O

  P-9(q)

P=d(q)

                   きわめて合理的 であ り,利 潤追求

の立場か ら価格 の均一性は導 きえ ない。差 別価格 を実施する独 占者の供給量

は,限 界収入 と限界費用の均等 とい う形 で導 かれ る供給量 をは るかに上廻 り,

競争下に ある供給量 と極 限 に齢いて一致す ることにな る。

9
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図14

価格

、
、 、

  、、、、

    、、、、
  差別    ＼・差別価格体系
  価格に
  よる利 王           限界費用

    増分

独占価格
による
 利潤

         市場需要関数

限界
収入

需給量

3,多 数 対 多数 の 交 換

 前節 ま で に示 して きた,1入 に 対 す るN人 の 交 換 の 場 は,新 た な市場 参加

者 に よっ て,新 しい 展 開 をす る。 この よ うな場 合 の 契 約 に関 して,こ こで の

べ る0

 3-12人 対2N人 の 交換

 1人 対N人 の 競争 の場 に,新 た に,同 じ タイ ブの 同数 の 参加 老 が,加 わ る

場 合 を考 え てみ よ う。 この場 合,2人 対2N入 の 競 争 の 場 に変 化 す る ことに

な る が,独 占的 地 位 に あ った1入 の ロ ビン ソ ンは,自 ら と同 じタ イ プの1人

の 参 加 者 と の競 争 を余 儀 な くさ れ る。 そ れ は,ま ず1人 が2N人 と再 契 約 す

る こと に よ って,市 場 を占 有 し よ うとす る こ とに端 を発 す る で あ ろ う。 何 故

な ら,等 しい フ ライデ ー の 効 用 水準 で は,出 来 る だ け 多 くの 相 手 と契 約 す る
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こ とが,ロ ビン ソンに と っては,効 用 を最 大 にす る唯 一 の 方法 で あ るか らで

あ る。(2-3参 照)次 の図15で 示 す よ うに,1人 対N人 の 最 終確 定 契約 点

(ξ,η),及 び(ξ/N,η/η)は,1入 対2N人 の 再契 約 と取 って代 わ る こ と

に な る。 つ ま り,こ の よ うな点 では,フ ライ デー の 無 差 別 曲線1,,(i)と,ロ ビン

ソンの1/2N縮 尺 の疑 似 無 差 別 曲線 とが,斜 線 で示 した よ うな葉 巻状 の領 域

をつ くる こ とに な り,そ の 領 域 内 では,2N人 の フ ラ イデ ー と,再 契 約 を 申

し出 た ロ ビン ソ ンの い ず れ か,も し くは 全 員 が,以 前 の 契 約 よ り効 用 を高 め

る こ とが 可能 とな って い るo

                        図15
 この よ うな形 で,契 約 か ら追

い 出 され た,も う1人 の ロ ビン

ソ ンは,契 約 を と り もどす た め

に,新 た な,そ して,よ り2N

入 の フ ライデ ー に と って 歩 の よ

い 再 契 約 を提示 す る こ とに な る。

この よ うな,ロ ビン ソ ン間 の 出

しぬ き あい の競 争 は,フ ライデ

ー 間 の 出 しぬ き あい の競 争 を 誘

            注20)う余 地 な く
,無 競 争 の ま ま,

次 の よ うな 契 約条 項 を示 す 方程

式 の解 で静 止 す る。 つ ま り,そ

こで は,

が,

◎1戔ili絵 _ξ 一
          y=η

0

y

 iX 2N

し

 iX
N

 '

,'
'

8み 鏘 纛

(E二_廴)2N
,2N

R(4)=X(x,y)

  (ξ,η)

   1:Nの ロビンソン

   の契 約 曲線

(E/N,η/N)

  デ ー

F(1)_Y(x,y)

X

  ロ ビン ソ ンの取 引 量(ξ,η)と,フ ライデ ー の取 引 量(ξ/N,η/N)

1対Nの 契 約 曲線 上 に位 置 し,

            ∂Y(x,y)/∂x

            ∂Y(x,y)/∂y X・=ξ/N                   
y一 η/N

注20) フ ライデ ー間 の 出 しぬ きあい の競 争 は 完 全競 争 均 衡点 よ り,南 東 に 於い て は じめ て

   可能 とな る。
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ロ ビン ソ ンの1/2N縮 尺 の相 似 無 差 別 曲線 と,フ ラ イデ ー の無 差 別 曲線 が 接

して しま い,葉 巻 状 の領 域 が 消滅 して しま う点 で あ る。

     i

oaX2NCx,y)/axl _aY(x,y)/ax

   ∂1×2N(x,y)X/ay y=夛;'ay(x・y)/aylXv=菱 二

    i
◎xZN(・',y')=X(ξ,η)

 (◎  Y(x',y')=Y(ξ/N,η/N)

そ し て,こ の よ う な 取 引 に 診 い て は,市 場 を 占 有 す る と い う ロ ビ ン ソ ン 間 の

競`firは,全 く 無 効 と な っ て し ま う。(図16)

 し か し,こ の よ う な,シ

                      図16

午 ア ー の 占 有 を も く ろ む 争  y

い で,2入 対2N人 の 契 約

は,静 止 しないoま だ,2

N-1入 と1人 の馬 契 約 は,

再契 約 者 の改 善 の余 地 を残

してい るoつ ま り,ロ ビン

    1
ソンの   縮 尺 の相 似 無
   2N-1

差 別 曲線 は,フ ライデ ー の

無 差 別 曲線 と,葉 巻 状 の領

域 を,又,つ く る こ とに な

るか らで あ るQ

 この よ うな再 契約 が 幾 多

独占均衡点

   ＼
'

!
/.

     ,'

     i.

 ユ_ !'2N-

X__ .  (x;y1)

1'ノ
.2N

 X

(ξ,η)

    上

  1xN
  ノ

 z!Y

(ξ/N, rp/N)     
複 者の市場

     占有争いの静
     止点

                                 x

と続 くな ら,結 局2人 の ロ ビン ソン が,最 後 の1入 の フ ライデ ー を取 りあ う

シ ェ ア争 い の静 止 点 に至 る で あ ろ う。 そ れ は,1入 対N十1人 の 再 契 約 の静

止点 で あ り,こ の2入 対2N人 の取 引 に澄 け る均 衡 点 に あた って い る。 そ し

て,こ の よ うな契約 点 は,先 と1司様 ロ ビン ソン側 の取 引座 表 を(ξ,η)と す

れ ば,次 の よ うな4つ の方 程 式 を満 たす もの で あ る。
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 3-2n人 対nN人 の 交 換

 この2人 対2N人 の競 争 の

場 に,新 た に,1人 対N人 が

参 加 す る場 合 を考 慮 し よ う。

この場 合,1人 が3N人 を 占

有 し よ うとす る争 い は,早 無

効 とな って い る。2人 対2N

入 の競 争 の場 で,そ れ は,し

つ くさ れ てい る。 又,N人 を

◎1姜i歪i絵 x一ξ一;畿ll幾x一 ξバ
          y一 η        y一 η/N

    -L

◎ ∂XN+1(x・y)/∂x  ∂Y(。,y)/∂X

   ∂iXN+i(・,y)81"_x'Y y-y∂Y(・,y)洞y夛=}

   ⊥

◎XN+1(x',yノ)一X(ξ η)

 ◎ Y(x',y')=Y(ξ/N,η/N)

又,こ の4つ の 方程 式 で示 され る契 約 点 での 取 引 を図 で示 せ ぱ,次 の よ うに:

な るo

                図17 2人 対2N人 の契 役 点
              y

 ユ
       ノ

xN'ト1 ノ
 ,'

        i
       XN

       i

      ,'

    ,,11ノ

,㌍ ∴.

(ξ,η)

              o                            X

1つ の束 と考 えて,エ ッジ ワースの よ うに,2人 と3N入 の 再 契 約 を考 え て も,

                注9)それ は 同様 に競 争 し
つ くさ れ てい る。

(N)≧2の 場 合)そ の こ とは,前 節 の 図17で,フ ライ デ ーの レ6N,%N

縮 尺 の疑 似 無 差 別 曲線 を描 い てみ れ ば,そ れ らが,フ ライ デ ーの 該 当無 差

別 曲線 と葉 巻 状 の 領 域 を作 りえ ない こ とか ら明 らか で あ ろ う。1八 とN+

1人 以 下 つ ま り,2八 と2」N十2人 以 下で,2N人 以 上,し たが って,2人 と,

2N十1人 の 再 契 約 の み が,2人 対2N人 の 均 衡 を破 壊 し,別 の 新 た な妥

結 点 へ と至 ら しめ る。 そ して,こ の よ うな ことを くり返せ ば,n人 対nN

人 の 競争 の場 は,n-1人 と,(n-1)N十1入 の 再 契 約 が無 効 とな る均
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均 衡 点 を もつ こ とに な る。 この状 態 を,方 程 式 で示 せ ぱ次 の よ うに な る。 つ

ま り,取 引が 契 約 曲線 上 にの り

                         ⊥

                        ∂xN(x,y)/∂x            ∂Y(x,y)/∂x   ∂X(x,y)/∂x
◎ ∂X(

・,7//∂y夛=1=∂Y(・,y )/∂y淵=
∂xfi(。,y"y夛=綴

                                一 ①

そ れ と同 じ効 用 が,n-1人 対(n-1)N+1入 の 結 託 に よって効 を奏 さ ない。

       ユ

◎ ∂X÷1(x・yン丶 止llill絵 繍  一②

   ∂X(n一')N+'(・,y)/∂y〔'    y=y'

       ユ

◎X(n一')N"(。',yノ)一X(ξ,η)

 Q) Y(x',y')==Y(ξ/N,η//N)

こ の よ う な4式 を み た す(ξ,η)(ξ/N,η/N)が ロ ビ ン¥ン,フ ラ イ デ ー の 取

引 量 と な るo

                      図18

 このような・ ・A y         x

対nN人 の競 争 の場

で,nが 増加 した場

合,つ ま り1:]Nの

完 全 競 争 均 衡点 の 姿

は,コ ア論 にお・い て,

よ り一般 的 な取 引 で

の解 明 が 示 され て い

るQそ れ は,こ の1

対Nの 取 引 に翻 訳 す

る な らば,取 引の バ

ランス が満 た され,

無差 別 の法 則 が 成 立

0

X(N-1)N-i一 一1

   一'

   (ξ/N,7〆N)

    ・1'
N-1  xし諺

   1  '

0

  1

 XN

  /
  」

 ノ'

  o//

   主
ノ  xN

フライデー完全
競争均衡点

ξ,η)

ロビンソン完全

競.争均 衡 点

X
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す る よ うに,均 一 の価 格 体 系 に,双 方 の無 差 別 曲線 が 接 す る よ うな契 約点 を

示 す。 我 々の4つ の方 程 式 との関 連 で 示す な らば,3番 目の 式 で,nを 無 限

大 に近 づ け れ ば,n一 】/(n-1)N+1縮 尺 の相 似 無 差 別 曲線 が1/N縮 尺 の そ れ に

近 づ き,し たが って,x', y'が そ れぞ れ,ξ/N,η/Nに 近 づ くこ とに な る。

又,1番 目,2番 目の 式 に よって,フ ライ デ ーの(x',yノ)(ξ バ,η/N)を 通

る無 差別 曲線 の 各点 上 で の限 界 代 替率 が 一 致 す る よ うに な り,無 差 別 の 法 則

を み た す よ うに な る こ とを示 してい る。

                注21)4
.生 存 の 最 低 必要 臨 界 と競 争 の 場

 序 論 で示 した よ うに,辻 村 教 授 は,最 近 の 書 にお い て,競 争 の 場 を考 慮 す

るに あた って,各 取 引 主 体 の生 存 限界 域 を陽 表 的 に取 扱 うこ との 重 要 性 が,

経 済 学 の 伝 統 に そ くして再 確 認 され るべ きであ ることを主張 した。 有 効 な 市場

の存 立 を考 慮 した り,そ の 他経 済 政 策 上 の 主 要 な課題 に 関 して,解 答 を一与え

る には,そ の こ とを無 視 して 語 りえ ない,と い うこ とを 明 示 した とい って も

過lqで は なか ろ うo

 又,そ の こ とを,エ ッ ジワー ス の箱 に お け る理 論 に 援用 す るた め の,簡 潔

か つ要 領 をえ た表 記 には・ ① 無差 別 曲線 の 有 効 領 域 を財 の最 低 必 要 臨 界 量 に

そ く して 考 え る こ と,② 経 済 学 の主 要 課 題 に答 え るべ く設 定 さ れ た財 サー ビ

ス の集 計 単 位 に おい て は,そ の必 要 臨 界 量 を,相 互 に リ ミテ ー シ ョナル な場

合 と して 設 定 す る こ と,… の2点 が提 示 され て い る と思 わ れ る。

 この2点 を考慮 して,エ ッジ ワー ス の 箱 を一 般化 す る な らば,図19で 示 さ

れ る よ うな ボ ック スが完 成 す る。(な 診,話 の 都 合上,今 ま で の ロ ビン ソン

と フ ライデ ー の変 数 の 定 義 に したが って 澄 こな う。)

こ こで,:F(1)～:F(5)は,フ ラ イデ ーの 無差 別 曲線R(1)～R(5)は,ロ ビ ン ソンの 無

差 別 曲線 を 示 す。 又,0で 示 した スパ ー スク リズ トが,高 くな る に した が っ

注21) ここでの問題意識の背景は,辻 村前掲書の特に6章 以降を参照されたい。
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て,無 差別 曲線 が高位           図19

                                0Rに移行する ことを示 し
,

                                F(5)
必要臨界量 を通 る最低

位のそれ をR(1),Fω で

表記す る ことにす る。

又,教 授の定義に準じ                    F(4)

て・初期保有点の位置                      財X

に応 じて,α か らδま

                                F.(3)での ゾーンを次の よう

に:示そ う。

 αゾ『ン"●ロビンソ            F(2)

ン,フ ライデー双方の          F(1)

初期 保 有 点 が,生 存 限

             pF  A界域 を こえ てい る場 合
。   フライデ_のY財 の必要臨昇量

 β ゾー ン… ど ち らか        財Y

一 方の 初 期 保 有 点 が ,1つ の 財 に 関 して,必 要臨 界 量 を下 廻 っ てい る場 合。

サ ブス ク リフ トは,そ の 該 当者 を示 して い る。

 rゾ ー ン…双 方 の初期 保 有 点 が,相 異 な った 財1つ につ い て のみ 必 要 臨 界

量 を下廻 っ て い る場 合,た とえ ば,ロ ビン ソ ンはY財 に つ い て のみ 必 要 臨界

量 を下廻 り,フ ライ デー はX財 につ い て のみ 必要 臨 界量 を下 廻 って い る場 合

な どが,そ れ で あ る。

 δゾ ー ン…一 方 の初 期 保 有 点 は,生 存 限界 域 を越 え て い るが,他 方 の取 引

者 は,2財 共 に必 要 臨 界 量 を下 廻 って い る場 合。

 この よ うな一 般 化 され た エ ッジ ワー スの 箱 の 中 で,取 引 契 約 の姿 が,ど の

よ うに な るか を,こ の節 で取 扱 う。 な 澄,上 に示 した,α ゾー ンで の取 引 に

関 しては,エ ッジ ワ「ス以 来 の研究,及 び,前 節 ま で の補足 的考 察 に よって

行 われ て い る もの と考 え る。 問 題 は,そ れ以外 の ゾー ンに 初期 保 有 点 が位 置

r
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す る場 合 で あ る。 ただ,δ ゾー ン に関 す る問 題 を攻 引 の形 態 が どの よ うに な

る か とい う点 に しぼ る限 り,こ の ゾー ンの 問 題 は,除 外 して よい で あ ろ う。

全 て の財 に 関 して必 要臨 界 量 を み た して い ない 相 手 に 対 して,他 方 の取 引 主

体 は,交 換 に よって,効 用 を増 す こ とは で き ない。 この点 に 関 して,辻 村 教

授 は,祉 会保 障 的 な政 策 の 問題 とか らめ て,ど ち らか,も し くは双 方の 財 を

付 加 した場 合 に は,他 の ゾー ンの 交換 の 在 り方 に準 ず る こ とに な る,と して

い るo又,rゾ ー ンで の取 引形 態 に お・け る 契 約 曲線 の 両端 は,以 降 の β ゾー

ン での取 引 と同様 なの で,こ こでは,β ゾー ンの取 引 に つい て の契 約 の 姿 を

示 す ことにす る。

 β ゾー ンでの 契 約 は,大 別 して2つ に分 け られ よ う。1つ は,契 約 に よ っ

て 取 引 者 双 方 の効 用 が 高 ま りえ ない よ うな状 態 に,初 期 保 有 点 が位 置 す る場

合 で あ る。図19の ロ ビ ン ソ ン,フ ラ イデ ー の ボ ックス では,A点 が そ の 例 で

あ る。 も う1つ は,契 約 に よ って取 引 者 双 方 の 効 用が 高 ま り うる場 合 で ある。

図19のB点 は,そ れ に あ た って い る。

 このA点 で示 さ れ る初期 保 有 の状 態 は,契 約 に よって,取 引者 の効 用 を 高

め え な い とい う意 味 か らす れば,δ ゾー ン と同 じで ある が,分 配 の総 量 が,

分 配 の比 率 鵬 え る影 響 を軈 す る うえ で は,:破 な相 違 を,、ミす ノ}三22外,

A点 での 初期 保 有 状 態 で の取 引 を,ロ ビン ソ ン側 の 無 差別 曲線 の掠 点 側 か ら

み れば,図20の よ うに 示 さ れ る こ とに な る。

                             ノ
こ こで,初 期 点Aが,ロ ビン ソ ンのX財 保 有 の 増 加 に よって,A点 に移 行 し

た場 合,交 換 に よって,双 方 の 効 用 を増 加 さ せ る領 域 が発 生 す る 可能性 が で

て くる。(R(3)とF(i)で か こまれ る斜 線)こ の斜 線 の領 域 が発 生 す る こ とに な

る条件 は,ロ ビン ソンの 無 差 別 曲線 群 に よ っ て 導 か れ る ア イ ソ ク ラ イ ン

(isocline)が, Y軸 方 向 に対 して増 加 してい く,つ ま り消費 者 選 好 場 の 理

                               注23)論 で云 え ば
,Y財 の所 得 弾 性 が止 に な ってい る場 合 に あた って い る。

注22) 同 上,8章 参 照。
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こ の よ う に,β ゾ ー ン で の コ ァ の

な い 状態 は,δ ゾー ンの場 合 と違   X

って,相 手 の保 有 量 に も依 存 しな

が ら,コ ア の ある状 態 へ と変 化 す

る 可能性 を も って い るQ       X
                 財

 ここで の含 意 を,失 業 の問題 に

適 用 す る こ とは,か な り妥 当 す る

で あ ろ う。Xを 貨 幣量Yを 労 働 量

と して,ロ ビン ソ ンを 企 業 側,フ

ライデ ー を労 働 者 側 とす る な らば,

又,企 業 側 の 無 差 別 曲線 を,貨 幣

資 本 の運 用 と労 働 イ ン プ ッ トに よ

って生 み 出 され る ア ウ トプ ッ トに

図20
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対応 す る もの と考 え る な らば。 企 業 側 の貨 幣 資本 の 増加 が,財 の生 産 と直結

す る状 況 設 定 の場 では,無 差別 曲 線 は,生 産 関数 と対応 し,ア イ ソク ライ ン

は 右 上 り とな ろ う。 そ して,そ こで は,失 業 の 回 避 に,企 業 側 の貨 幣 資 本 の

増 加 が一 役 か うこ とに な る。 しか し,生 産 に直 結 しない場 合 に は,ア イ ソ ク

ラ イ ンが右 上 り とな る保 証 は,さ らさ らない。 労働 量 を減 ら し,貨 幣資 本 だ

け で,無 差 別 曲線 を高 位 に 至 ら しめ よ うとす る こ とは,十 分 考 え られ る。 こ

の よ うな場 合,失 業 を さ らに加 速 化 させ る こ とは,明 らか で ある。 貨 幣 資 本

注23) 財Yを 固定して,財Xを 増加させた場合に,無 差別曲線の限界代替率の絶対値が増

   加ずるとい う条件がそれにあたる。今,効 用関数をU一:F(X,Y)と して澄けば,

      dX  Y

      dY  Fg

     ∂←dXdY)一F双FズFXXFY>。

       dX     FX2

   つ ま り,Fgy・Fx一:FXXFY>0が 条件 とな る。 この条件 は,ス ル ソキ ー の方程

   式 に よっ て導 かれ るY財 所 得 弾性 が 正 の条件 と一 致 して い る。
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の充 実 に加 え て,財 の 生 産 活 動 にそ れ を振 向 け させ る こ とに よ って,は じめ

て失 業 の 回避 と,コ ア の拡 大 に役 立 つ こ とが で きる こ とを示 して い る とい え

よ うo

 第2の 場合 として βゾー ンの初期点で,取 引者双方 の効用が高 ま り,双 方に契約 の

意 志のあ るよ うな状況12っ い ては次の よ うに示せ よ う。注勿)図19のB点 に 初期 点 が

あ る場 合 が,そ れ に相 当す る。 そ れ を 前節 まで の 方法 にそ く して,示 した の

が次 の図 で あ る。

この よ うな場 合,初 期 点O

              y

と,フ ライデ ー の生 存 限界

域 の端 点Qを 結 ぶ半 直線4

に対 して,こ のQを 通 る ロ

ビ ンソ ンの無 差 別 曲線Rω

が,OQ内 で交 差 す る場 合,

Qで 接 す る場 合,OQ外 で交

わ る場 合 の3つ の ケー ス が

考 え られ る。図21で は,そ

の うち,OQ内 で交 わ る場

合 を,示 して い る。

              0 図21にしたが う よ うな
n

ぜ5

(4)R

Q

図21

怠3)

α

契約曲線

F(1LY・(x,y)

(相 似 無 差別 曲線)

㎡1LY㌔,y

(相 似無 描 線)

F,(1)

寮2)

x

入 の競 争 の場 に お い ては,契 約 曲線 上 のQ点 は,・ ビン ソ ン間 の 出 しぬ'きあ

い の争 い に よっ て は,無 効 とな らな い。 何故 な ら,R(4)の い か な る縮 尺相 似

無 差 別 曲線 を と って も,x,(11と の交 点 をつ くる こ とは 不 可能 で あ るか らで あ

る。 む しろ フ ラ イデ ー 間 の 出 しぬ きあい が対 象 とな る。 フ ラ イデ ー のF(1}

対 応 す る縮 尺 した相似 無 差 別 曲線 は,適 当 な縮 尺率 で,R(4)と 交 差 す る こ と

注24)以 降 の議 論 は,n人 対n人 の競 争 の場 で展 開 され る。 ロビ ン ソンn人 に対 して フラ

   イ デ ーnN人 の場 合 につ い て は,以 降 の議 論 に限 っ た場 合,ロ ビン ソン の 揃 相似

   無 差 別 曲線 をあた か も無差 別 曲線 とみ なせ ぱ妥 当す る。
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に な 為。 この よ うな場 合 には,フ ライ デ ー間 の出 しぬ きあい が,該 当 再 契 約

に参 加す る フ ラ、イデ ー と,ロ ビン ソ ンの効 用 を高 め る こ と に なる。 つ ま り,

図21の ような場 合 には フ ライ デー1人 と ・ ビン ソ ン2人 の再 契 約 は,効 を奏

さ ない が,適 当 にnが 大 きい場 合 に は,2人 対3人,3人 対4人 等 に よっ て

進 め られ る再 契約 が効 果 塗 もつ場 合 が 存在 す る。 この よ うな場 合,交 換 か ら

追 い 出 さ れ た フ ラ イデ ー は,同 様 の 少 し歩 の悪 い 契 約条 項 を もって,再 契 約

に あた ろ うとす る こ とか ら,結 局,4に 接 す る ロ ビ ン ソン の無差 別 曲線R(5}

と,そ れ に対応 す る フ ライ デ ーの ㌧金 縮尺 の相 似 無 差 別 曲線 の接点Q'の 近 傍

         注25)           そ して
,フ ライデ ー の う ちn-k人 は,契 約 が 出来 なが,契 約点 と な る。

い ま ま初期 点0に 位 置す る こ と に な る。

 この よ うに 契 約 曲線 上 のQ点 は,双 方 の 再契 約 に よって は,契 約 曲線 上 を,

                                ノ

南東 方向 に移行 しな い。 適 当 にnが 大 き くな る場 合 には,む しろ逆 にQ点 の

方向 へ 移 動 し,フ ラ イデ ー の幾 人 か を,β ゾー ンに残 した まま の 状 態 に して

しま うこ とす らあ る。 この よ うな場 合 に は,フ ラ イデ ー のQ点,ロ ビン ソ ン

のQ'点 が取 引 量 を示 す座 標 とな る。

 初 期 点oと,フ ライデ ー の生 存 限界 域 の 端点Qを 結 ぶ 半 直 線4に 対 して,

このQを 通 過 す る ロ ビン ソ ンの無 差 別 曲線R(4}が,OQ外 で交 わ る場 合 は,

図22の よ うに.示せ よ う。 この よ うな場 合 には,適 当 に大 きなnに:つ い て,ロ

ビン ソン のkin(kはn>kの 整 数)縮 尺 の相 似 無差 別 と, F(11が 図 の よ う

な斜 線 で示 した領 域 を作 る こ とに な るか ら,契 約 曲線上 の点Qは ロ ビン ソン

の 幾人 か と,フ ライデ ー の 再 契 約 に よっ て,有 効 領 域 か らきえ る こ とに な るQ

α ゾー一ンでの 取 引 は,エ ッジ ワー スが 示 す よ うにn-2の 時,必 ず こ の よ う

な状 態 に な った。 しか し,こ こで の取 引 で は,そ の こ とは 必ず しも保 証 され

ない。nが 適 度 に大 きい場 合 に 限 って,ロ ビ ンソ ンの 出 しぬ き あい の競 争 が

注25) kが 整数 と して求 ま らない場 合 に は,k2>k>k1な る整 数k2, k1に:つ い て,ロ

   ビン ソンの 無差 別 線 が 高位 に あた る場 合が解 とな ろ う。

一103一



成 立 し,α ゾー ンの取 引 と同

様 の 性質 を もつ こ とに な る。

 した が って,初 期 点 が β ゾ

ー ンに位 置 し,・ ビン ソ ン,

フ ライ デー 双 方 の 効 用 を高 め

る契 約が 存 在 す る よ うな場 合

に おい て も…① 生 存 限界 域 外

に位 置 す る フ ライデ ー の一 部

が保 留 され たま ま,契 約が 成

立 す る こ とが あ る。 ② そ の場

合,運 よ く取 引 に 参加 で きた

フ ライデ ー は,生 存 限界 域 の

端 点 で,確 定契 約 を行 う こ と

に な る。 ③ ・ ビ ン ソ ンの無 差

別 線 の 曲率 が違 って,OQで

他 方 と交 わ る場 合 に は,十 分

nが 大 きい場 合 に限 り,α ゾ

ー ン の取 引 と同等 に な る。 …

とい うこ とがしへえ よ うo

 この,ロ ビン ソン の無 差別

曲線 の 曲率 の 問題 は,先 に示

したrゾ ー ンA点 での 契 約 と

同様,ア イ ソ ク ライ ンがY軸

方向 に対 して増 加 してい く,

っ ま り,ロ ビン ソ ン に とっ て,

フ ライデ ー の 提 供 す るY財 の

所 得 弾 性 に対 応 す る値 が 正 の

y

図22
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場 合 に は,ロ ビン ソンのX財 の初 期 保 有 が 多 け れ ば 多い ほ ど,OQ外 で交 わ

る よ うに移 行 す る こ とに な る。図23で は,そ の 移行 を矢 印 で示 す こ とにす る。

5.結 び にか え て

 以 上,エ ッジ ワー ス 理 論 の保 留 さ れ た契 約 の 姿 を,図 解 に よ って示 して き

た が,契 約の 解 が ど こで きま るか,と い う問 題 は,実 証分 析 との対 応 で,は

じめ て意 味 を もつ もの とな る。 そ の こ とは,双 方 の 無差 別 曲線 の代 用 弾性 が

ゼ ロ と無 限 大 の場 合 とい う2つ の 極 端 な ケ ー ス を想 像 す れ ば容 易 で あ ろ う。

前者 は,全 て の契 約 曲線 上 の点 が完 全 競 争 均 衡 点 で あ り,後 者 は,完 全 競 争

で あ ろ うが な か ろ うが 競争 状 態 とは無 関係 に,有 効 な契 約 曲線 そ の ものが,

財 の 相 対 価格 上 の 任 意 の点 と なる。 した が って,解 の 位置 の 問 題 は,い か な

る 曲率 を もつ無 差 別 曲線 群 が,課 題 とす る交 換 の 場 で対応 す るの か,が 解 か

れ て は じめ て意 味 の あ る もの と なろ う。

 無 差 別 曲線 の概 念 は,ブ リッシ ュ以 来 の研 究 に よって,家 計 の 消 費 者 行動

とか 労 働供 給 の単 な る説 明 の 便 法 で は な く,実 証分 析 の仮 説 と して と らえ る

こ との重 要 性 が 示 され て きた。 又,辻 村,小 尾 両教 授 に よっ て,そ の 研 究 の

い っそ うの進 展 と,実 証分析 へ の適 応 の 有効 性 が確 め られ て きた とい え よ う。

こ こで の解 の 位 置 に 関す る接 近 は,未 だ 不完 全 な状 況 に あ る。 具 体 的 市場 に

関 す る実 証 分析 との対 応 で,こ の 問 題 の進 展 を計 りたい と考 えて い る。
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