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　経済発展は家計行動に い かなる影響 を及ぼすの で あろ うか．本稿の 問題 意識 は ま さに こ こ ある とい え

る
1）．こ れ まで 多 くの 経 済開発論で 取 り上げ られ て きた経 済成長や産業構造の高度化 は，それ らが所 得

の 上昇な ど家計をめ ぐる経済社会指標 上 の 改善を伴 うとい う意味で は，国民生活水 準の 変化 を間接的 に

表現す るもの で は あっ た．しか し ながら，それ らの 多 くは経済発展 の成果とい うよ りはむ しろそ の 要 因

であ り，本来，直接的な意味で の 発展 の 成果は，そ の 国 に 居住する 人 々 の 全般的 な生活水準 の 上 昇， す

なわち家計行動 の 近代化 にお い て 問われるべ きもの で ある とい える．こ の 点 ， 経済発展 に おける家計 行

動に関す る分析は ， 特に 開発論 の 枠組み の 中 で こ れ ま で 十分に な され て きた とは 必ず し も言 えな い
2）．

特 に ，経済発展に伴 う家計行動の 変化 とい う視点は，外資導入によ る急速な工業化を推 し進めて きた東

南 ア ジア の よ うな地域の 経済発展 の あ り方 を 議論す る際に と りわけ有意義 で ある よ うに思われ る．そ こ

で本稿で は，ASEAN 　3 力 国 に 焦点を当て ， 経済発展 と開発政策が及 ぼし た家計行動へ の 影響を，そ の

対外的側面 で あ る貿易政策 と輸 入 構造 の 高度化 ，ひ い て は 消費的輸入
3〕

の 増大 を見る こ とに よ っ て検証

す る．
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1．は じめ に

　周知 の 通 り1997年，タイ ，イ ン ドネ シ ア ，韓 国をは

じ め とする 東ア ジア 通貨危機 は，・一
方 で 世界銀行 の

「
東 ア ジア の 奇跡」 論に象徴され る よ うな東 ア ジア 高

度成長路線の 終焉をもた らす と同時 に，同地域各国 の

国内金 融市場 の 脆弱性や 累積債務など過度の 外資依存

型成長 の ある種 の 限界を露呈 させ た とも言え る
4）

．た

だそ の 後，多くの 東 ア ジア研究が示 唆した 以上 の ペ ー

ス で 同地域経済 が 急速 に 回復 しっ つ あ る とい う事実は，

通貨危機以前の東ア ジ ア諸国の 経済発展 が単に外資導

入 に よ っ て の み もた らされ た の で は な く，そ の 政策転

換 （実行）能力
5｝

の 高さや柔軟な国民的適応力な どが

そ の 背景 に あっ た こ と を改め て 認識 させるもの とな っ

て い る．

　経済企画庁
6｝
は，通貨シ ョ ッ ク に 対す る調整 速度と

既存の産業構造高度化 の 違 い によ り各国 で その 回復テ

ン ポ は異な る とし な が ら も，
一

般 に 見 込 ま れ て い た以

上に東 ア ジア 地域経済が急速に 回復 しつ つ ある 要因 と

し て，第一に 電気 ・電子 機器 を中心 と し た輸 出増加

（回復），第 二 に在庫調整 の 終了 ， そ して 第 三 に個人

消費の 増加 をあげ て い る．つ ま り危機以前の 金 融・貿

易分野 に お ける経済 自由化 と外資導入 ，そ して 巧み な

マ ク ロ 経 済政策によ っ て もた らされた高度経済 成長や

そ の 結果 と して の生産 ， 消費両面 で の 高度化 と各国間

の 差 こ そ が，ま さに こ の 回復基調 へ の 復帰の 仕方の違

い を各国間に生み出 して い る最大の 要因 と して い るの

で ある．

　第
一
，第二 の 要因 として の 輸出増加 と在庫調 整の 終
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了 は ，危機後 ， 各国で 行なわれた供給調整 と米国の 好

景気な らび に世界的な情報技術 （IT） 関連需要 の高

ま り，さらに は東ア ジア 地域各国 の 為替相場の 下落に

よ る 国際競争力 の 高ま りを前提 とすれば，ある種当然

ともい える．そ の 意味 で は，今後 の 同地域経済の 成長

を考 えた 場合，今回 の 通貨危機を教訓 と して各国が 金

融部門を含めた構造調整策等を通 じ，経済構造上 の 問

題点 をい か に解消 して い くか が，極めて 重要 とな る．

ただ本稿の 目的は，こ うした ア ジア経済危機 とそ の後

の 各国経済政策の あり方その もの を検討す るこ とに あ

るわけ で はな い ．む しろ本稿の 関連で 問題 となるの は

第三 の 要因 と して の 個人消費の増加 で ある
，

　確か に ， 通貨危機以前の ASEAN 　3 力国 をは じめ と

す る東 ア ジア 地域における高度経済成長は，所得分配

上 の 問題 をは らみなが らも， 総体 的 に は各国の
一

人当

た り所得水準 の 上昇をもたらしてきた．それに伴い 各

国 で は ， 後述する よ うに都市部を中心 と した中高所得

層 が増大 し，彼 らを主な担 い 手 とす る消費水 準 （構

造） の高度化 が もた ら され つ つ ある の も事実 で あ る．

ただ同地域経済に共通 してみ られ る こ う した 国内消費

構造 の 高度化 が そ もそ も各国経済発展 の プ ロ セ ス の 中

で どの よ うに もた らされ て た の か につ い て そ の 推移を

今
．一
度 ， 開発政策に 関連 づ けて 整理検討す る必 要があ

るよ うに思われ る．そ の こ とは東 南ア ジ ア 地域 の 経済

発展 とそ の 成果に関するもう
一

つ の 素描で あるだけで

な く，こ れ ま で 日本を は じ め とす る 先進国，な らび に

韓 国な ど の ア ジ ア NIES 各国の 生産市 場 （あ るい は，

輸 出基地） と して 位置 づ けられ て きた 同地域経済 が 将

来 的 に 自らを自らの 生産物の最終消費地 とする ，
い わ

ば内需中心 の 自立的な経済発展構造を持ち得る か 否 か

とい う可能性 の検証 ともな りうるはずだか らで ある．

　以上 の よ うな観点か ら以下 で は，こ れ ま で の 東南ア

ジア 地域の 経済発展 と家計行動 の 変化を主 と して ， タ

イ ，マ レ
ー

シ ア，イ ン ドネ シ ア の 3力国に焦点を当て

検討する．そ こ で は特に，各国 の開発政策 とそ の 一環

として の 貿易政策を国内消費構造，ひ い て は
「
消費的

輸入 」 （消費財 ＋ 消費用 中間財）へ の 影響 と い う視点

で 整理する。まず次節で は，これ ら 3 力 国が こ れまで

ど の よ うな発展経路 と経済構造上 の 特徴を持 っ て きか

を開発政策とその成果として の 新 「中間層 」 の勃興と

い う視点 で 簡単 に 概観す る．続 く第 3 節 で は，こ れ ら

新 「
中間層 」 の 勃興 を前提 として ， 開発政策 の 対外的

側 面 と して の 貿易政策や 自由化 が 経済開発に伴 う所得

水準 の 上昇とともに輸入構造の 高度化，ひ い て は
「
消

費的輸入」 の増大に どの よ うな影響を持っ て きた か に

つ い て 実証的 に検証する．そ して 最終的に は これ らの

分析 を踏まえ，経済発展にお ける家計消費行動 の もつ

意味に つ い て 考える．

2 ．ASEAN 　3 力国 の 発展経 路と新
「
中間層 」 の 勃興

　本節 で は，マ レ
ー

シ ア，タイ，イ ン ドネ シ ア か らな

る ASEAN 　3 力国に お い て ，1980年代後半以降の 高度

経済成長 と所得水準の 上昇がい かに消費経済高度化 の

主な担 い 手 で ある都市新中間層 を勃興 させ て きた か を

各国特有の発展経路や経済事情 とともに概観する，

（1｝ マ レ
ー

シ ア ： 国民経済の 新た な担い 手 と して の新

　 「中間層」 の増大

　他の 東南 ア ジ ア 諸 国同様，1980年代以降 の マ レ
ーシ

ア の 経済成長も外国資本の流入 と巨額の財政赤字に 基

づ く， 大規模な国内投資と輸出 を原動力 とす るもの で

あ っ た．少なくとも97年の ア ジ ア 通貨危機に飛び火的

に 影響され た98年 まで ，マ レ
ー

シ ア の 実質GDP は ，

80年代 に年平均5．7％，90年代は さらに年平均6．8％η

と加速度的に 成長 を続 けて きた．こ の 結果，一
人 当た

りの GDP も80年代初頭 の 1，787米   か ら4，787 米  

（97年） へ と17年間にお よそ 3倍近 くも増大 し た の で

ある．こ うし た 国内生産水準の 高ま りは ，

一
方で 人 ロ

制約 による慢性的な労働力不足 と賃金 の 高騰，そ して

開発 に伴う巨額の財政赤字と い っ た 問題 を生 じ させ っ

つ も，確実に同国 の 貧困率を急速に低下させ る と同時

に，識字率や電化率
8，
を 引き上 げ，さらに は テ レ ビ ，

電話 ， 冷蔵庫等 の 耐久消費財保 有率
9》

の 上昇 とい っ た

形 で 国民生活水準 の 向上 に結実 し て きた とい える．

　 こ うした急速な経 済成長 の 恩恵 に特に浴 して きたの

は，都市部を中心 とする新 「中間所得層」 （以下 ，中

間層）で あ る．夫婦共稼ぎを基本 とす る彼 らの 家計収

入 は 月400〜500  程度と見 られ ，前述 した耐久消費財

購買層の 中心を占めて い る と考え られ る．そ の 人 口 規

模 も1973年には，全人 口 の お よそ半分程度 （53．2％）

で あっ たもの が，高度経済成長 の 中間に 位置す る87年

に は76°

／・，つ ま りマ レ
ー

シ ア 国民 の およそ 8割 近 くが

こ う した 「
中間層 」 世帯 に 属 して い る と見 られ て い る．

都市勤労者と熟練工 を主体 とする彼 ら
「

中間層」 は全

労働人 口 中の 32．6％ （90年）程度で はあるが，基本的

に進歩的な経済生活感をもち，旺 盛な消費活動と近代

化 へ の 高い 順応性 をもつ こ う し た 層 の増大 は，
一

国大

で の消費経済の 高度化な い しは近代化 の 先導役 と して
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東南ア ジァ の経済発展 と消費財輸入の 増 大につ い て

の 役割を果たすと同時に ， 政治経済社会 の 核，な い し

は安定化 （ス タ ビ ライザー
）機能を担 い 始め て い る と

考えられ る．

  　タ イ ： 多元的農業社会の 躓きと世帯 間所得格差 の

　拡大

　1962年の サ リッ ト政権以来，タイ の経済発展 と開発

政策を 貫い て きた もの は多元性 と漸進性 の 尊重 で ある．

他の東南ア ジア諸国の経済発展 とタイ の それ が大きく

異なる点 は，他の 諸国 が 政府主導の 重化学工 業化を主

眼 とする 開発政策を採るケー
ス が往 々 に して 見られる

の に 対 し，当初よ り工 業化 の 中心を軽 工 業に置 い て き

た 点 が あげられる．ま た 他 の 諸国 に お け る 開発が政府

と国営企業に よっ て牽引され て きた の に対 して ，タイ

の 場合，イ ン フ ラ整備は海外援助を原資 とし て 政府 が

主導し，工業化は外国資本と国内民間企業に担わせ る

とい う今で い う民活，あるい は 開発 に お け る 官民の 棲

み分けを早 くか ら行なっ て きた こ とも特徴の
一

っ で あ

る．

　 こ う した背景に は，タイ が多様な輸出 品 目をもつ 豊

か な農業社会をそ の 背景と して もっ て い た こ と，そ し

て それが故に ， 大規模で性急な輸出指向型政策 を採 る

必要性がな か っ た こ とな どが あげられ る．ただそ の 根

底に は何事に も急がない タイ 人気質と他 の 東南ア ジ ア

諸国 とは異なる外国企業や華僑資本に対する民族的な

寛容性が あっ た こ とも無視で きない ．い ずれ に せよ ，

1960年代 か ら80年代 に か け，タイ は 経済規模 （GDP ）

で 11倍，…人 当た り所得で は 7倍 と着実 に 成長 を遂 げ

た．しか しそ の
一．
方 で，農業社会ゆえの 特徴的な問題

が顕在化 した こ と も事実 で あ る．そ の
一

つ は，輸出 の

低成長 と雇用吸収不足に伴 う非常用労働者 （偽装的失

業）の 問題 で ある．こ うした農業部門 の 問題 は，慢性

的な経常収支 の 赤字 と都市 （バ ン コ ク）・
地方，農

業 ・非農業とい う国内所得 （発展）格差
1° ）
をもた らし

た．そ の 遠 因には農村社会に お ける 伝統的価値観を背

景 とす る中等教育の未浸透だけで な く， 近代部門にお

け る質的ミ ス マ ッ チ とし て の 高学歴者 の 高失業，さら

に は税制など不十分 な所得再分配政策
n ）

などが影響 し

て い た．それ ま で の 総 じて安定した経済成長経路 に 自

信を深 めて い たタイ政府は ， さらな る近代化 と雇用社

会 をめ ぐる 問題 の 解消 を目ざ し て ，90年代 に 入 る と鉄

鋼業や石 油化学な ど素材型産業へ の 大規模投資に乗 り

出す こ とに なる．

　 当然 ，こ う した 積極的な開発政策の 原 資や技術は 外

資に依存せざるを得ず，結果 と して外資依存型の 産業

構造転換は ，熟練労働雇用 の 増大によっ て 高学歴失業

を緩和 させは したもの の ，かえ っ て 折からの 熟練労働

力 の 絶対的な不足 がネ ッ ク となっ て 賃金 の 高騰 とそれ

に伴 う輸出競争力 の 低下 ， 輸出用直接投資の 伸び悩み ，

さらに は軽工 業品などの 労働集約財の 輸出比率 の 低下

をもた らした．そ の
一

方 で ，国内金融 ・資本市場の 未

整備は ，レ ジ ャ
ー産業や不動産投資など非製造業部門

の 内需拡大に伴 う海外間接資本の 大幅か つ 急激な流入

をもた らすこ ととな っ た．こ うした資本流入 はタイ ・

バ ー
ツ が ドル にペ ッ グして い た こ ともあ っ て ，過大な

マ ネーサプライ をもた ら し，タイ版バ ブル に よ り
一

層

の 拍車をか ける原因 ともな っ た ．

　 しか しなが ら，こ うし た 国 内景気の 沸騰は，タイ の

経済成長を短期的に は さらに 加速化 し ， 通貨危機 の 結

果 1998年に マ イナ ス 成長 になる ま で タ イ の実質GDP

成長率 は ， 年 平 均8．7％，一
人 当た り で は 9 ．7％ とい う

高水準 で 推移 した．結果 として 近代部門にお け る専門

技術者や サ
ー

ビ ス 系労働者を中心 と し た高学歴労働者

所得 の 上昇 に伴 い ，マ レ
ー

シ ア同様共稼 ぎを基礎とす

る彼ら都市勤労者世帯 の 収入 は飛躍的に増大 した の で

ある．こ の タイ の 高度成長 は ，一
人当 た りの所得格差

を縮小 させ は し た もの の
， 都市部にお ける新 「

中間

層 」 の 家計収入 の 増大 は，都市 と農村 に お け る世帯間

所得格差を さらに拡大させた．

（3） イ ン ドネシ ア ：石 油 ・華人依存型 の 官製経済社会

　戦後 オ ラ ン ダ植民地支配 か らの 独立を経たイ ン ドネ

シ ア は ， そ の豊富な天 然資源 を背景 として 獲得 された

外貨 と援助 を原資とする大規模な国内祉会資本整備を

積極的 に行 うと同時に，輸入代替化 を主眼 とする大胆

な保護貿易政策を実施 し，外資に 対 して も現地化重視

の 規制 を長 く残存させ て きた ．そ の 実 質経済（GDP ）

成長率は，上述 したマ レ
ーシ ア ，

．タ イ 同様 ， 比較的長

期に わた り総 じて 高水準を維持 しな が らも，1980年代

後半まで は，石油や一次産品 の生産，輸出に 過度に依

存 し た結果，年毎の成長率 自体 は きわめ て 不安定で

あっ た．また80年代以降の 逆オイ ル シ ョ ッ ク後も
一

貫

して 強 気 の 開発 政策を維持 した がため に ，慢性的な

「
オ ラ ン ダ病」 に よ る製造輸出産業 の 停滞 と巨額 の 対外

債務を累積させ る こ とに もなっ た．さらに は 経済諸規

制 と公営部門の 肥大化，そ して 島嶼国ゆえの 流通費用

の 高さは，同国経済を して
「
ハ イ コ ス ト・エ コ ノミ

ー
」

L！〕
と

呼ばせ る経済全般 の 構造的不効率さの 原 因 と目された．
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　華僑系資本の経済的な優越に対する潜在的な不満は

こ とあるごとに 噴出す る不安定化要因 で は あ っ たが ，

それ に拮抗す べ きイ ン ドネシ ア系民族資本に も政策的

に 保護され て い る産業 とそ うで ない 産業 との 格差が歴

然として お り，そ の産業界内部に国全体 の 発展 に向け

て 共通の 利害が生まれ ない 複雑な背景と な っ て い た．

また慢性的なイ ン フ レ と人 口増加率 の 高さは名 目上 の

…人 当た り所得 の 増加 を相殺 し，社会不安や不満を助

長す る今
一

つ の 要因 ともなっ て きた．元来 ， イ ン ドネ

シ ア の 上 流層 は，それ に付随する 旧 中間層 も合わせ 絶

対数で 300万 人前後 （全人 口 の 1．5％）とされ，同国の

所得格差 の 著し さを物語るもの とな っ て い るが，それ

以外に も， 都市 と農村 ， さらには下層所得内部に もか

な りの 所得格差が あ り，こ と消費経済 とい う点 で の

マ
ー

ケ ッ トの 細分化が顕著で あるともい われ て い る．

　 しか しなが ら，1980年代後半以降の 「オラン ダ病」

や 「ハ イ コ ス ト・エ コ ノ ミ
ー

」 か らの 脱却を図 る た め

の
一

連 の 規制緩和 と外資導入 に よ る構造調整策は ，

…

方 で 既存 の 利害構造上 の 軋轢を伴 い な が らも，都市部

を中心 と し た新た な 「中間層 J の 勃興を促し た．彼 ら

の 多 くは ，地方ある い は都市下層勤労者世帯を出自と

しな が らも，ジ ャ ワ の 低賃金だが豊富な就労機会を背

景に した前世代 の 積極的な子弟教育投資の結果，都市

近代部門 へ の 就労と共稼ぎを前提 とする都市型
「

中間

層 」 を形成す るよ うになっ て きて い る ．彼らの多 くは

総 じ て高学歴 で あ る当時 に，伝統的な身分関係 に とら

われ ない 政治信条と旧中上流層に対する批判体質を潜

在的 に 持 つ こ とに そ の 特徴を見 い だ せ る．

3．ASEAN 　3力国における貿易自由化と消費的輸入の増大

　前節で 見たよ うに ，ASEAN 　3 ヶ 国 は それ ぞれ 独自

の 発 展経路 と経済社会上 の 特徴 を持 ちなが らも，共通

して 1980年代以降の 高度経済成長 に よ っ て，そ の 内部

に都市勤労者世帯を中心 とす る新 たな
「
中間層」 の 萌

芽的勃興 を経験 しつ つ あ る と言 える．そ の背景に は，

80年代後半以降本格化した直接投資とそれ に 基づ く外

資主導の 輸出指向型 工 業化，お よび貿易 と金融の 自由

化 に み られ る
一
連の 規制緩和が寄与して い る こ とは 間

違 い ない
13）．事実 ， これ 以 降 ASEAN 　3 力 国 の 輸出 は

毎年二 桁台で増加 し，それに伴 い 製造業の 生産力は飛

躍的に向上 し た．こ うした持続的な経済成長は，結果

として
一

人 当た りの 所得の 増加 と夫婦共稼 ぎを基本 と

する都市新 「
中間層 」 の 家計収入 の 飛躍的な上昇とい

う形 となっ て現れ，彼らを主な担い 手 とする消費ブー

ム
’‘｝

は，国内消費構造の高度化もた らしつ つ ある．

　昨年の 拙稿
15）

で も指摘 した ように，経済発展に伴 う

こ うした急速な消費構造の高度化が ， 国内所得再分配

政策の 欠如 の 結果生 じた
一
部富裕層 と都市 中間所得層

に よ る ， 開発論的視点かちすれ ばきわめ て 浪費的な要

素を多分 に含むもの で あっ た こ とは否めない ．ただ こ

うした所得分配 と開発あるい は経済発展に つ い て の さ

らなる分析 評価は，ひ とまず別 稿に譲 るとして，以下

で は ， 昨年 の 拙稿にお ける所得上昇 と耐久消費財普及

率及び消費的輸入 の 増大 とい う視点 に加え ， ASEAN

3 力 国に お ける開発政策の 一環とし て の 貿易政策 （自

由化） の変遷 が，国内消費構造高度化の 反 映と して の

消費的輸入 に どの 程度影響を及ぼ して きた か につ い て

そ の 推移 を中心に検討す る．そ の た め に まず各国の戦

後貿易政策の 変遷 を概観 し，そ の 上 で貿易 自由化 と消

費的輸入 の 増大につ い て 言及 して い こ う．

（1） マ レ ーシ ア〜輸出用輸入 に覆い 隠された消費的輸入

　東南ア ジア に限 らず，近年 の 経済発展 と輸出入 との

連関性 （リ ン ケージ）の 経路を示す モ デル は様 々 で あ

る
16）．しか し自由化 による輸出競争力 の 増大 と生産性

の 上昇が所得の 増大をもたらし， 最終 的には消費 （輸

入） の 増大につ な が る とい う点 に 関 し て は，どの モ デ

ル に お い て も共通して い る．その 意味 で，政策的 にも，

ある い は そ の 結果 と して も，発展経路 に お け る輸出 と

輸入 は 不可分で あ り ， 貿易政策 と消費的輸入を考 える

に際 して も，輸出入 両面 に お け る貿易政策を考えなけ

ればな らな い．

　 マ レ
ー

シ ア に お ける戦後 の 貿易とそれをめぐる政策

の 流れ は ，
二 つ の 観点か ら整理する こ とが 出来 る．そ

の
一

つ は経済発展に伴 う産業構造の高度化で あ り，
二

つ 目は輸入依存度の 高ま り と輸入 財構成品 目の 変化 で

ある．マ レ
ーシ ア が ，外資導入促進策 と貿易 自由化に

本格的 に 取 り組 む の は 1980年代後半以降，特に経常収

支 の 赤字 が慢性化 し実質経済成長率が初めて マ イ ナ ス

とな っ た 85年 を契機 と して で ある。そ れま で は天然 ゴ

ム や パ ー
ム 油等 の 資源輸出 と繊維製品を中心 と した労

働集約財 の 輸入代替化に貿易政策の 主な力点が置かれ

て い た と言える．ただ 自由貿易加 工 区 （FTZ ）主体

の 輸出指向型海外直接投資の 増大 と輸出産業の 工業化

は，確か にそ の 後 の マ レーシ ア の 輸出を増大 させ
， 国

内生産 と雇用水準を高めは したもの の
， 国の 規摸によ

る国内サポー
テ ィ ン グ産業規模 の 制約 か ら，組立加 工

中心 に産業を移植 した こ とが災い し，か えっ て輸入構

造上，生産財 （中間 ・資本財）輸入を増大させ
， 慢性
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東南 ア ジア の 経 済発 展 と消 費財 輸入 の 増大に つ い て

的に経常収支を悪化 させ る要 因ともなっ た．

　例えば ， 青木
IT）

に よれば ，
1970年の 総輸入 占める資

本財 の 割合 は25ユ ％ で あ っ た が ，80年代後 半以降は

40％を上回 るようにな り，同様 に製造業用生産財の 輸

入比 率は，70年の 62．7％か ら80年代後半以降80％以上

をず っ と維持して い る ．図 1 は マ レ
ー

シ ア 中央銀行 の

資料 を使 っ て ，同国 の機能別輸入構成 と電気 ・機械類

の輸出額 の 推移に つ い て見た もの で あ る が ， こ れ か ら

明 らかなよ うに70年代 か ら80年代半ばにか けて マ レ
ー

シ ア の 輸入 全 体は緩や か に 増加 しつ つ も，そ の 構成比

自体は消費財が 2割，投 資 （資本）財が 3割，中間財

が 4 割 と比較的安定 し て い た こ とが わ か る．しか しな

が ら88年以 降は ， 直接投資を原動力とする電気 ・機械

類 の 輸出用 国内生産 の 急 増 とともに 生産 財として の 中

間財，投資財 の 輸入 が 激増し て お り，こ の こ とは前述

した よ うに ，
マ レ

ー
シ ア が輸出を増やせ ば増やす ほ ど

輸入 も増え て しま うとい う特徴的な貿易構造 を持 っ て

い る こ とを端 的に物語 っ て い る．こ う した輸入面 で の

生産財の増大に加えて繊維製品な ど輸入代替品 目の 消

費財輸入量 の 絶対的な減少ある い は伸び悩み に よ っ て ，

消費財輸入 の 全体 に占める割合は，70年 の 28．4％か ら

96年 に は 14・．2％へ と 相対的に 低下 して お り，そ の意味

で マ レーシ ァの消費的輸入 は ，表面上 ， 輸出用輸入の

増大に よっ て 覆い 隠され る結果 とな っ て い る．

　しか しなが ら1985年以降の マ レ
ーシ ア の貿易 自由化

は，生 産財だ け で な くマ レ ーシ ア の 輸 入 を確実 に 拡大

させ て きて い ると言 える．図 2 に示 レた ように，貿易

自由化 の
一

つ の 指標 と して の 関税負担率 の 低下は，外

資自由化 に伴 う直接投資の増大に よっ て輸出用輸入 の

増大をもた らし，確実 にマ レ
ー

シ ア 経済の 輸入依存度

を高め て きた こ とを示 して い る．ま さに80年代以降の

マ レ
ー

シ ア 高度成長路線 に おけ る 輸入 面 で の 特徴 は，
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こ うした貿易 自由化と外資 自由化 に よる直接投資 の 増

大と輸出用輸入 の 増大，そ して それ に伴 う国 内生産と

所得 の 増大に よっ て 消費財輸入 が少 な く と も絶対額で

は 増大して い るこ とにあるとい える．中で も輸入代替

化の 対象とな らな か っ た 医薬品，化粧品，文房具など

の 家庭用 品は ，所得め上昇に よっ て 徐 々 に民間消費に

占め る割合が 高ま り，85年 の 16．2°

／・ か ら95年に は

25．9°
／・ を占めるま で に な っ て きて い る．本来な らば，

こ うし た 国内需要 が伸び て い る財の 輸入代替化が こ れ

ま で の貿易政策の
一

つ の 流れ とな っ て きたが，実際マ

レ ーシ ア の 人 口 な どの 国家規模 を考え る とあらゆ るも

の を代替化する に は 自ず と限界がある．そ の 意味 で，

今後 と もマ レ ーシ ア が貿易を通じ た成長路線 を歩む限

り， 非選択的な貿易 の 自巾化 と所得の 上昇は，確実に

消費財輸入 を 増大 ざせ て い くに違い ない ．

  　タイ〜躊躇する全面的貿易自由化と消費社会 へ の 胎動

　 マ レ
ーシ ア 同様，タイで も統計上，消費財輸入 の相

対的な増大は，輸 出用輸入 に よ っ て覆い 隠され て い る

とい え る．しか しなが ら，マ レ
ーシ ア と若干異なる点

は，第 2 節 で も論 じた よ うに タ イ が開発 当初 より軽工

業を中心 と した 工 業化 と消費財及び中間財産業に お け

る 輸入代替化政策を比 較的最近ま で とり続 けて きた と

い うこ とで ある．図 3 に示 した ように ，タ イ の貿易自

由化 （関税負担率の 低 下 ）が本格化す るの は，1990年

代以降で ある とい っ て よい ．それまで は ， 確か に
一

方

で は直接投資促進 の ため の 優遇税制や 中間財関税 の 引

き下げを行 い な が らも，他方で は耐久消費財などの 最

終消費財に対 して は名 目，実効 ともに高関税
’8）
を維持

する とともに 非関税障壁 に よ る輸入制 限を設 け て きた．

そ の意味で は ， 図 3 に おける80年代後半以降 の 輸入依

存度 の 高ま りは，そ の 初期段階にお い て は，自由化

（関税引き下げ）よ りも主 として直接投資急増を背景

とす る 生産 （資本）財の 輸入 の 増大に よるとこ ろが大

で ある．

　結果 と して ，タイ の 1980年代後半以降の貿易自由化

19）
と輸入依存度の 高ま りは主 と して 生産財に よ っ て説

明 され，少 な くとも輸入構造上，高度経済成長による

所得上昇にもか か わ らず比率的に 消費財輸入 の 増大 は

顕著で は な い ．しか しそ の こ とはタイ の消費関連の輸

入 が全 く伸びな か っ たか とい うこ とで は な く， 図 4 に

示 し たように輸入代替化関連産業を中心とす る消費用

中間財輸入を加 えた 消費的輸入額 は その 絶対値に お い

て 同時期着実に増大 し て い る と言える．また消 費用中

間財に は 及ばな い もの の
， 構成比的に90年代以 降耐久

消費財の 輸入 が 徐 々 に高くなっ て きて い る こ とも事実

で あ る．88年 か ら97年 の 10年間 に 耐久消費財の 消費的

輸入 に 占める シ ェ ア は11。4％か ら22．9％ へ と比 率的に

ほ ぼ倍 に ま で 増大 して きて い る．こ の こ とを反映 して

消費的輸入 の 輸入総額に 占め る割合が 88年の 3L2 ％ か

ら97年に は 28．1％ へ と低下 して い るの に対 して ，同時

期に おける耐久消費財輸入 の 輸入全体に 占める シ ェ ア

は ，3．6°1。か ら6．4％ へ と倍 近 い 伸び とな っ て い る．

　最終消費財 へ の 高関税 の 維持 に よ る輸入 抑制 に もか

か わ らずこ うし た耐久消費財輸入 の 伸びは，お そ らく

は所得上昇に伴 う中高所得層 を 中心 とす る タイ の 旺盛

な国内消費需要を反映したもの で ある とい える が ， 全

体 とすれば こ う した所得上昇に よる国内消費需要 の 増

大 は，や は り消費用中間財輸入 の 増大により反映され

る と言える．図 5 は1988年か ら97年の 10年間の 個人消

費 （
一

人当た りの 民間消費） と
一

人当 た りの 消費財 ，
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図 3．タイ関税負担率と輸入依存度の推移 （1975− 97年 ）
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東 南ア ジア の 経済発 展 と消 費財輸入 の 増大 に つ い て

消費的輸入額の 推移をプ ロ ッ トしたもの を線形で 示 し

て あ る．こ れか らも明 らかな ように最終消費財へ の 高

関税 と輸入代替的産業政策を反映 して ，所得の 上昇と

それに伴 う個人消費額の伸びは，そ の対外的側面 と し

て はほ ぼ倍近 い割合で 消費財輸入 よりも消費的輸入，

す なわち消費用中間財輸入 の 増大となっ て現れ て い る

こ とに なる．こ うした傾向は，タイ の よ うに軽工 業を

中心 とし た輸入代替化政策を進めて い るよ うな国に は

特 に顕著で あるように思われ る．

　い ず れ に せ よ，今後 と も タイ の 貿易政策が ，輸出振

興策 と輸入代替化を背景とする選択的な 自由化 とし て ，

中間財輸入 の 制限の 緩和と消費財輸入 へ の 規制を前提

とす る以上，所得上昇による国内消費需要 の伸び とそ

の 対外的側 面 と し て の輸入 に 関す る こ う した傾向に 大

きな変化はな い もの と考え られ る．

  　イ ン ドネシ ア 〜 迷走す る貿易自由化 と消費社会

　前節で も述 べ たように ， 1980年代初頭ま で 石油収入

と巨額 の 対外借入 を背景に して 行 われ て き た イ ン ドネ

シ ア の強気 の経済開発は，輸入代替化政策を柱とする

よ り保護主義的な貿易 ・外資政策 とな っ て現れ て い た．

特に，そ の 将来における競争力 を過大 に評価 された輸

入代替化産業へ の 手厚 い 保護政策と過剰な設備投資は，

原料 ・中間財輸入 の急増をもた ら し，巨額の貿易収支

上 の 赤字を生じ させ た．こ うした貿易収支の 赤字や対

外借入 の 返済は，しば らくは石油そ の 他 の 天然資源貿

易の 黒字に よ っ て 賄わ れ て い た が，80年代以降の 石油

ブ
ー

ム の 終焉を契機として輸入 代替化政策の 失敗 と対

外累積債務問題 を露呈 させ る こ とに な る の で あ る．ま

た過剰な設備投資は輸入代替化産業に お ける投資イ ン

セ ン テ ィ ブ を，「
オラ ン ダ病 」 に よる為替 レ

ー
トの 過

大評価は輸出産業に お け る投資イ ン セ ン テ ィ ブをそれ

ぞ れ 阻 害 し，こ れ ら両部門 は ともに 更新投資 の 不足に
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図 4 ．タイ消費的輸入額の 推移 （1988− 97年）

　 12000

簿 10000

叡 　 8000
琴一
　 ；

益．匪 6000
竃 5
渓
　 　 4000⊃

翼
罰

く
ー

2000

0

ニ 0202 罵
一2225

R2 ＝ 0．8697

翩

y 一Oj　187買
一194 ．7

R ＝ 0乃 974

■ ●

0

資料 ：図 4 に 同 じ。

10000 20000　　　　30000　　　　 COOOO

　　　個人消費（’s
’一

ツ）

50000 60000

図 5 ．タイ個人消費と消費財及び消費的輸入額 の推移 （1988− 97）

一51 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Nagoya Bunri University

NII-Electronic Library Service

Nagoya 　 Bunri 　 University

よる構造的な経済ネ振に陥 っ て い た．さらに は 国内流

通費用や保護政策の 重層化に端 を発 する コ ス ト・ペ ナ

ル テ ィめ 連鎖が
「パイ コ ス ト ・エ コ ノ ミ

ー
」 と呼ばれ

る こ の 国独特の 複雑 な国内経済社会構造 を形成 し，こ

の 長期不況を よ り
一

層深刻なもの に し て い た．

　こ うし た長期構造不況 の打破 と石 油依存型経済 か ら

の 脱却を 図 る ため に ，イ ン ドネ シ ア政府は 1983年か ら

一連の経済構造改革に取 り組 む こ とに な る．こ の 構造

改革の
L

貫した政策的骨子 は，規制緩和 （自由化）に

よる経済活性化の推進 と外資導入 による輸出産業の 振

興に あっ た とい え よう．よ り具体的に は ，
二 度に わた

る ル ピア 切 り下げを 通 じた為替 レ ートの 適正 化 （83，

86年）や為替 自由化 と国営銀行金利 の 自由化 （83年），

そ して 外国合弁銀行参入規制 の 緩和 （88年）や生産関

連財の関税引き下げな ど税制改革や合理化な
1
どがその

前半にお い て 講 じ られた．こ の 結果イ ン ドネ シ ア の 輸

出は飛躍的 に伸長 し ， 特 に87年には前年比 で 30．4％の

増加 を記録 し た．こ れ 以降，通貨危機に よる影響 で 98

年に マ イ ナ ス 成長 とな るまで ，同国 の 輸出 は 年 平均

17〜18％とい う驚異的なペ ース で 増犬し続 ける こ とに

なる
m°｝．

　本稿の 目的で ある 国内消費 とそ の 対外的な側 面と し

て の 輸入 面 に 関 して 言 えば，図 6 に 示 し た関税負担率

で 見た貿易 自由化 と輸入依存度の 関係 （1981〜96年）

か ら明らか なよ うに ，イ ン ドネシ ア に お け る物的対外

開放の 進展 は ， 少な くとも構造改革 当初にお い 七は，

図 2 ，図 3 で み たマ レ ーシ ア ， タイ とは異な り， 総 じ

て
一
定方向で は な くむ し ろ渦巻 き状 （らせ ん 状） に 推

移し て い る こ と がわ か る、こ の こ とは ，

一
見前掲の 2

国 とイ ン ドネ シ ア の 国 の 規模 の 違い に よ る輸入依存度

の値自体の違い に帰因す るようにも思 われ る．ただ ，

マ レーシ ア
・
（87年），タイ （90年）同様，イ ン ドネ シ

ア で も90年ない し94年以降は共通 して輸入依存度の 高

ま りと関税負担率 の 軽減が同時に起 こ づ て い る。そ し

て イ ン ドネシ ア の 場合，
』
94年 とい う自由化本格化の時

期 は、経 済構造改革 の 後期 と し て，完成車輸入 の 解禁

や規制品目の 削減 （93年），

一
部産業 にお ける条件付

き100％外資企業の 参入 許可 （93年），そ して 電力，運

輸等外 資規制産業 の 解禁 と100％外資の 認可 とい うよ

うに他の 2 国同様，輸 入 ・外資規制 が 大幅に緩和 され

た時期 とほぼ
一

致す る．

　消費的輸入額の 推移 と輸入全体 に占める シ ェ ア （輸

入 シ ェ ア）とい う視点 で こ の こ とを図 7 で トレース し

て み よ う
tL）
．経済構造改革が始まる1983年以降，イ ン

ドネシ ア の 消費的輸入 は絶対額 で も輸入 シ ェ ア で も低

迷する．こ れは輸出振興の ための 中間財等の輸入制限

の緩和か ら， 消費財をは じめ とす る完成品輸入 に対す

る実効保護率 が 上昇 し た こ とや逆石 油シ ョ ッ ク に よる

所得制約が大 きく影響 して い る ように思 わ れ る．しか

しな が ら，
』
89年以 降，そ して特に 93年以降消費的輸入

は 急増 して お り，その シ ェ ア も通貨危機に よ る 中断を

経て，絶対額で は 99年に お い て そ れま で の 最高水準 で

あ っ た96年 の 28億 ドル に次ぐ水準を達成 し，また輸入

シ ェ ア で も83年 の 水準 （10．6％）を取 り戻 しつ つ ある．

そ の 背景に83年以降 の 経済構造改革の 進展があっ た こ

と は 間違い な い で あ ろ う．そ して これ以降の 継続的な

経済成長 と
一

人 当た り所得 の 上昇，そ し て前節で 述 べ

た よ うな新興 の 都市
「

中間層 」 を担 い 手 とす る国内消

費 の 増大があ っ た こ とも指摘す る こ とが 出来る．

　 こ の よ うに ，外資規制の緩和 と輸出振興の た め の 輸
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図 7．イ ン ドネ シ ア消費的輸入額の 推移とシ ェ ア （1981− 99年）

入規制の緩和に よ り，輸出入 依存度は確実に高まっ て

行 くが ，そ の
一

方 で輸入 の 三 分 の 二 を 占め る製品 輸入

の うち半分強が資本財及び輸送用機器であ り，消費財

と消費用 中間財 を含め た 消費的輸入 は 依然 と し て ，

10％前後に とどま っ て い る．また輸入 シ ェ ア とい う点

で は，同様 に 小 さな割合 しか 持たない マ レ ー
シ ア （図

1 ）やタ イ　（図 4 ）の 消費的輸入額が 比較的安定 して

増大 して きた の に対 し，イ ン ドネシ ア （図 7 ）の消費

的輸入 は 輸入 シ ェ ア は もちろん ， 絶対額に お い て も年

毎 の 経済状況 を反映 して 不安定に推移して きた
22）．こ

れ は 主 と して 同 国 の 消費財輸 入 に 対す る規制や
一

人 当

た りの 経済 （所得〉水準が他の ニ カ 国に 比 べ 依然絶対

的 に低 く，またそ こ に所得分配上 の 問題 も絡 ん で ，い

か に新た な
「
中間層」 が台頭 しつ つ あ る とは い え同国

の 消費経済 の 高度化 が依然
・．．・部 の 限 られ た 人 々 に よ っ

て の み謳歌 され て い る こ との 現れ で ある と 同時に ， 裾

野 の 広 い 国家的，大衆的な レ ベ ル にま で 達し て い な い

こ との 証 左 で もあ る．

4 ．むすび

　以上 ，
マ レ

ーシ ア ， タ イ ， イ ン ドネシ ア に 関して そ

の 経済発展 と消費的輸 入 の 推移 に つ い て 見 て きたわ け

で あ る が，こ こ か ら得 られ た 一
つ の 結論 と し て は ，

1980年代 後半以 降の これ ら 3 力 国 に お け る 中長期的な

経済成長 は，程度 の 差 こ そ あれ各 々 の 経 済水準に応 じ

て確実に都市 「中間層」 を中心 とする購買層を拡げつ

つ ある とい うこ とで ある．そ し て ， そ の あ り方や貿易

構造に対 するイ ン パ ク トの 大 きさ自体は，各 々 の 経済

社会上 の 特徴や開発政策 （諸規制） によっ て 左右され

るとはい うもの の ，通貨危機後これ ら 3 力 国の 経済 回

復の テ ン ポ とそ の他の い くつ か の 実証的なデ
ー

タとそ

の 趨勢 は，今後 とも同地域経済の 消費構造が ゆ る やか

で はある が着実に 高度化しつ つ ある こ とを指 し示 すも

の で あ り，
い ずれ近 い 将来 にはい わゆる大衆消費社会

とい われ る 発展 プ ロ セ ス の 到来を予感させ る もの で あ

る．ただそ の た めには こ れ ら 3力 国 が 通貨危機 の 教訓

を 十分 に 生 か す 形 で ，金融市場を は じ め とす る 経済諸

制度 の 整備 と所得不平等 の 解消や教育政策を通 じた人

材育成 な ど の 社会政策に もこ れ ま で 以上 に前向 きに取

り組ん で い く必要があるように思 われ る．そ し て その

こ とは ，外資や外需依存型 の 経済成長 か ら開発 へ の 国

内資本及び人材 とい っ た国内開発資源 の 有意義な動員

とそ の 後の 安定した経済成長路線 の 基を形成す るため

の 必要条件で もあるは ず で あ る．

注

1）本稿は ， 昨年， 名古屋文理 短期大学 『紀要』に掲

　載 され た 拙稿 （参考文献（1））の 各論に 当た る もの で

　あ り，これ まで の 開発論 と家計行動 の 研究に 関する

　意義等 に つ い て は，こ ち らの 拙稿を参．照．

2 ）黒崎による家計行動をめ ぐる一連の 業績は この 分

　野 の 草分けで ある．代表的なもの として 参考文献  ，

　（3＞．

3 ）本稿で は消費的輸入を以下 の よ うな意味で使 う．

　一一一つ は 通常，消費財に分類され る製造業品 の ような

　耐久消費財，食糧 の よ うな非耐久消費財の 輸入で あ

　る．今
一・

つ は，繊維や織物の よ うな原材料 ， 半製品

　に分類され る もの の うち ， そ の 最終的な用途が国内

　家計消費用と して 輸入 され る中間財 で あ る．詳 し く

　 は参考文献Q）を参照．
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4 ）家計行動 と東南ア ジア地域の 国内金融構造の 問題

　に つ い て は，関川 （参考文献（4D を参照 して もらい

　た い ．

5）同地域経済 の 政策運営の具体的な中身に っ い て は，

　参考文献  を参照．

6 ）参考文献〔6）2 − 75ペ ー
ジ．

7 ）マ レーシ ア の GDP 関連 の 数値 は す べ て IMF （参

　考文献   ）

8） こ う した電化率や家電製品 の 普及は ． 単に所得水

　準の 上昇の み な らず，
「

国民 家電化 J 構想 （1996

　年）にみ られ るようにマ レ
ーシ ア が 耐久消費財 の 自

　国ブラ ン ド化 を開発政策の
一

環として積極 的に推進

　して い る こ とも背景に ある．参考文献  25ペ ージ．

9 ） 1995年，世帯 ベ ー
ス で の保有率は ， テ レ ビ97％ ，

　電話98％，冷蔵庫87％ とわ が 国を含めた 先進国の そ

　れ と比べ て も何 ら遜色が ない ．

10）池本 （参考文献（9））に よれ ば，こ うしたタイの 国

　内所得格差は，1970年代初頭 に は か なり平準化 して

　い た もの の ，経済発展 の 進展 に伴 い 70年代央 か ら80

　年代にかけて 拡大 しつ つ あ り，い わばク ズネ ッ ツ 過

　程の 中途に ある こ とを指摘 して い る．また，こ うし

　た タイ国内の 所得格差を め ぐ っ て は 池本以外 に もい

　くつ か の視点 ， 議論がある．所得格差が80年代末に

　拡大 し，90年代 に 縮 小 傾向 に あ る と す る原 田
・井野

　 （参考文献  ）や生産性格差 に 基 づ く農業 ・非農業

　部門格差の 拡大を指摘する もの もあ る．

11）世銀 （参考文献（11）） によれ ば，1997年ASEAN 　3

　力 国の 租税収入占め る，所得税など直接税 の 割合は，

　それぞれ タイ 35．5°

／・
，

マ レ
ー

シ ア 44．4％ ， イ ン ドネ

　シ ア 58．0％で あっ た．

12）こ うした イ ン ドネ シ ア経済 の 特徴等に つ い て は 参

　考文献圃．

13）世銀 ，IMF の 構造 調 整 策 の 経緯 と フ ィ リ ピ ン を

　含めた，ASEAN 　4 力国にお ける
一連の 規制緩和の

　意義や効果 に つ い て は，参考文 献（5）52− 53ペ ー
ジ．

14）例 えば ， 1996年 6 月 14目付 け 『目本経済新聞』朝

　刊の 特集 「
国際交流会議ア ジ ア の 未来特集

一
魅力膨

　 らむ 消費市場，中間所得層が急増」 で は ， ASEAN

　 4 力国 の
一

人当た りの GDP が 10年前 と比 べ ，50％

　以上 も急増 してお り，中でもタイ で は前年 （95年）

　に新車の 1年間の販売台数が東南ア ジ ア で は じめて

　50万 台の 大台に乗 っ た と報じて い る．

15）参考文献（1）．

16＞ こ うした経済発展 と輸出入経路に 関し て は ， 昨年

　の 拙稿 （参考文 献（1））で 筆者が福地 モ デル を参考に

　 したもの の他，浦田 （参考文献a3）　5 ペ ー
ジ）やそれ

　を基に した野原 ・横 田 （参考文献〔1狙 71ペ ージ）の

　 もの がある．

17）参考文献（1 46− 49ペ ージ．

18）例えば，1987年以降の タイ第 6 次経済計画 におい

　て も自動車，皮革製 品，飲料 の 関税 は 依然 と して

　 100％で あっ た．

19）タ イ は 1962年 か ら91年 に 至 るまで 6 度の 経済5 力

　年計画を策定 して きた が，こ の 時期 （1987〜91年）

　は 第 6 次経済計画 に 当た る．

20）参考文献（6）， 316− 319ペ ージ．

21）図注にある よ うに資料 と して イ ン ドネ シ ア 中央銀

　行 （BPS ）の貿易統計を使 っ たが，消費関連輸入 に

　関 して は，未分類項 目の 値があま りに大きく ， やや

　複雑で あるためそ の 総額の み を示 した．た だ ，こ の

　中には タイ同様，消費用中間財等が含まれ て い る．

22）こ うした傾向は ， 自動車の ように所得弾性値 の 高

　 い 耐久消費財に特 に 当て は ま る よ うに思われ る。例

　えば1981年 に 20万 台輸 入 され て い た 乗用車は ，83年

　 の 石油収入 の 激減と長期不況に よ っ て 16万 台に まで

　落ち込 ん だ後 しば らく低迷 し，経 済構造改革の
一環

　 として 93年 に行われ た完成車輸入 の解禁に伴う関税

　化によ っ て 再 び上昇 （年に1万 台程度増加）に転じ

　た が，97年 の 通貨危機 によっ て 再度激減 （98年7800

　台） して しま っ た （参考文献  ）．

参考文献

（1｝ 拙稿
「
東南 ア ジ ア の 経済発展 と家計行動 の 研 究

一

　ASEAN 　4 力 国を中心 に
一

」 名古屋 文理短期 大学

　 『紀要』第 23号，19− 27ペ ージ．

  　Kurosaki，　 Takashi ，　 Risk　and 　Household

　 Behavior　 in　 Pakistan’

s　 A 　 riculture，　 L　D ．E ．，

　Occasional　Papers　Series　34，1998．

  　黒崎卓
「

貧困とリス ク
ー

ミク ロ 経済学的視点」 絵

　所秀紀 ・山崎幸治編 『開発 と貧困
一

貧困 の経済分析

　に 向けて 』ア ジ ア 経済研究所 ，
1998年 ，161−202

　 ペ ージ

（4） 関川靖
「
東南 ア ジ ア諸国 の金融深化と経済成長 」

　名古屋文理短期大学 『紀要』第25号 ，
11− 18ペ ージ．

  　拙稿
「

東南ア ジア の 経済発展における経済政策の

　効果とそ の 意義」 名古屋文理短期大学 『紀要』第22
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東南 ア ジア の 経 済発展 と消 費財輸入 の 増大 に つ い て

　号，47− 58ペ ージ

  　経済企画庁調査局編 『ア ジア経済2000』経済企画

　庁 ， 2000年

（7） IMF ，
　Intemational　Financial　Statistics，各年版

  　青木健 『マ レ
ー

シ ア経済入門』第 2版 ，日本評論

　社，1998年

（9） Ikemoto，　 YukiQ，　
“
Income　 Inequality　 in

　Thailand　in　the　1980s，
”

『東南ア ジア 研究』，30巻

　 2号 ， 213− 235ペ ージ

〔ゆ　原 田 泰 ・井野靖久 『タイ経済入 門亅第 2 版 ， 日本

　評論社，1998年

〔11） World　Bank，一 ，

　 1999．

  　小 黒啓
一・小 浜裕久 『イ ン ドネ シ ア経済入門』 日

　本評論社，1995年

  　浦田秀次郎編 『貿易自由化 と経済発展
一途上国 に

　 お ける生産性分析 一』 ア ジ ア 経済研 究所，1995年

〔凶　朽木昭文 ・野上裕生 ・山形辰史編 『テキ ス トブ ッ

　ク 開発経済学』有斐閣ブ ッ ク ス ，1997年

〔1S　 United　Nations，　 International　Trade　Staistics

　Yearbook，　Vol，2，各年版

（付記）本稿は，平成12年度文部省科学研究費研究の

一
環 と して 書か れ た もの で あ る．つ い て は 多忙 中に も

関わ らず現地調査，資料提供等にお い て 糸賀滋氏，松

原浩司氏，渡辺美紀諸氏を は じ め とす るア ジ ア 経済研

究所の 方 々
， イ ン ドネ シ ア大使館の鈴木勇志氏 をは じ

め とする方々 に
一方ならぬ ご協力頂 い た ．こ の 場を借

りて 心よ り感謝の意を表し たい ．
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