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援 助 が ア フ リ カ 経 済 に 及 ぼ す 短 期 的 な 影 響 ＊）  

 

谷 口  裕 亮  

 

１ ． は じ め に  

 援 助 が 受 益 国 の 経 済 成 長 に 及 ぼ す 影 響 に つ い て 、 1 9 6 0年 代 を 中 心 に 理

論 的 な 研 究 が 展 開 さ れ 、 近 年 は 統 計 資 料 の 充 実 と と も に 実 証 的 な 分 析 が

盛 ん に な っ て き て い る 。 実 証 的 な 研 究 で ほ ぼ 一 致 し て い る の は 、 援 助 と

経 済 成 長 の 間 に は 有 意 な 関 係 が 見 ら れ な い と い う こ と で あ ろ う 。  

 し か し そ れ ら の 研 究 は 、「 経 済 成 長 」だ か ら 当 然 な の か も し れ な い が 、

供 給 面 か ら の 長 期 的 な 分 析 で あ る 。 援 助 の 総 生 産 へ の 短 期 的 な 影 響 や 、

需 要 が 不 足 し て い る 国 の 経 済 を 分 析 す る 際 に は 需 要 面 か ら の 接 近 が 必 要

な の で は な い だ ろ う か 。  

 本 稿 で は 、 Ｏ Ｄ Ａ が ア フ リ カ 諸 国 の 経 済 に 短 期 的 に ど の よ う な 影 響 を

及 ぼ し う る か を 、 需 要 面 か ら の 分 析 で 検 討 す る 。 ま ず Ｏ Ｄ Ａ の 規 模 は ア

フ リ カ 経 済 に と っ て 相 対 的 に 大 き い （ 従 っ て 実 証 的 に 検 出 可 能 な ） こ と

を 確 認 し （ 第 ２ 節 ） 、 次 に 基 本 的 な ケ イ ン ズ モ デ ル に Ｏ Ｄ Ａ を 組 み 込 ん

だ モ デ ル を 呈 示 し （ 第 ３ 節 ） 、 更 に そ の 輸 入 関 数 等 を 推 計 す る こ と で Ｏ

Ｄ Ａ 乗 数 を 計 算 す る （ 第 ４ 節 ） 。  

                                                                 

＊ ）本 稿 は 、2 0 0 4年 ５ 月 2 9日 に 日 本 ア フ リ カ 学 会 第 4 1回 学 術 大 会 で 報 告 ・

配 布 し た ペ ー パ ー に 若 干 の 修 正 を 加 え た も の で あ る 。 こ の 分 野 に お け る

そ の 後 の 成 果 に つ い て は 、手 元 に あ る 文 献 で は 、白 井 早 由 里 ( 2 0 0 5 )『 マ ク

ロ 開 発 経 済 学 』 有 斐 閣 や I M F ( 2 0 0 5 ) F i n a n c e  &  D e v e l o p m e n t  4 2 ( 3 )が 説 明 し

て い る よ う で あ る 。  

 

 



２ ． ア フ リ カ 経 済 に と っ て の Ｏ Ｄ Ａ の 大 き さ  

 多 く の ア フ リ カ 諸 国 で は 輸 出 が 特 定（ 少 数 ）の 一 次 産 品 に 偏 っ て お り 、

そ の 国 際 価 格 の 動 向 が ア フ リ カ 経 済 に 大 き な 影 響 を 及 ぼ し て い る こ と は

し ば し ば 言 及 さ れ て い る 。最 近 の 研 究 で は 、 K o s e  e t  a l . ( 2 0 0 1 )が 貿 易 シ ョ

ッ ク （ 一 次 産 品 の 相 対 価 格 の 変 動 ） が ア フ リ カ 諸 国 の 総 産 出 量 の 変 動 の

約 半 分 を 説 明 す る と 推 計 し て い る 1)。  

 し か し 、 多 く の ア フ リ カ 諸 国 で は 個 別 の 一 次 産 品 の 輸 出 額 よ り も 、 流

入 す る Ｏ Ｄ Ａ 額 の 方 が 大 き い 。 下 の 図 は Ｇ Ｄ Ｐ に 占 め る 財 サ ー ビ ス 輸 出

入 の 大 き さ と Ｏ Ｄ Ａ の 大 き さ を 、 ア フ リ カ 非 産 油 国 の 単 純 平 均 で 表 し た

も の で あ る （ 2 0 0 0年 ） 。 財 サ ー ビ ス 収 支 の 赤 字 が Ｇ Ｄ Ｐ の 1 5％ （ ＝ 4 5％

－ 3 0％ ） に も の ぼ る こ と 、 そ れ と ほ ぼ 同 規 模 の Ｏ Ｄ Ａ （ 1 4％ ） が 流 入 し

て い る こ と 、 そ の Ｏ Ｄ Ａ が 輸 出 上 位 ３ 品 目 の 合 計 （ 1 1％ ） を 上 回 っ て い

る こ と 、輸 入 依 存 度 が 4 5％ と 比 較 的 高 い こ と（ 世 界 平 均 は ２ ～ ３ 割 程 度 ）

な ど が そ の 特 徴 と し て あ げ ら れ る 。  
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 次 に 、 ア フ リ カ に 流 入 す る Ｏ Ｄ Ａ の 相 対 的 規 模 が 大 き い こ と を 他 地 域

と 比 較 す る こ と で 示 す 。 受 益 国 の Ｇ Ｎ Ｉ 比 で み た Ｏ Ｄ Ａ の 規 模 が 1 0％ を

越 え る 国 は 世 界 に 3 2カ 国 あ る が （ 1 9 9 6年 と 2 0 0 1年 の 単 純 平 均 値 ） 、 そ の

う ち 2 2カ 国 が ア フ リ カ 諸 国 で あ る 。 こ れ に 次 ぐ 東 欧 ・ 中 央 ア ジ ア が ４ カ

国 、 ア ジ ア が ３ カ 国 に す ぎ な い こ と か ら 、 こ れ は ア フ リ カ に 特 徴 的 な こ

と で あ る と い え る 。  

 同 じ 指 標（ Ｏ Ｄ Ａ ／ Ｇ Ｎ Ｉ ）を 各 地 域 の 平 均（ 加 重 平 均 値 ）で み る と 、

ア フ リ カ の 値 が 4 . 9％ で あ る の に 対 し 、 次 に 高 い 南 ア ジ ア の 値 は １ ％ に と

ど ま る 。 し か も こ の ア フ リ カ の 値 は 南 ア フ リ カ と ナ イ ジ ェ リ ア の 存 在 に

よ り 過 小 と い え る 。  

 つ ま り 、 ア フ リ カ 諸 国 で は 受 け 取 る Ｏ Ｄ Ａ が そ の 経 済 規 模 と 比 べ て 相

対 的 に 大 き く 、 主 要 輸 出 品 以 上 に 、 ま た 他 地 域 の 場 合 以 上 に そ の 経 済 へ

の 影 響 が 大 き い こ と が 考 え ら れ る 。  

 

2 - 1． 慈 悲 財 輸 出 の 対 価 と し て の Ｏ Ｄ Ａ  

 普 通 の 財 サ ー ビ ス を 輸 出 し て 得 ら れ る 収 入 と Ｏ Ｄ Ａ の 受 け 取 り と は 何

が 違 う の で あ ろ う か 。 も ち ろ ん 、 後 者 は 一 方 的 な 貨 幣 の 流 れ で あ り 、 ま

た 国 際 収 支 表 で は 輸 出 収 入 は 「 そ の 他 投 資 」 に 、 Ｏ Ｄ Ａ は 「 経 常 移 転 受

取 」 と 「 資 本 移 転 受 取 」 に 分 類 さ れ る と い う 点 が 異 な る 。 し か し 、 普 通

財 の 輸 出 収 入 を 国 内 の 生 産 物 を 外 国 に 売 っ た 対 価 と 考 え る よ う に 、 Ｏ Ｄ

Ａ 受 取 を 国 内 の 貧 困 を 外 国 に 見 せ た 対 価 と 捉 え れ ば 、 そ し て 外 国 に 見 せ

る 貧 困 を 慈 悲 財 （ サ ー ビ ス か ？ ） と で も 名 付 け れ ば 、 Ｏ Ｄ Ａ の 受 け 取 り

は 普 通 財 の 輸 出 収 入 と 何 ら 変 わ ら な い の で は な い だ ろ う か 。  

 普 通 財 と 慈 悲 財 の 違 い で 重 要 な こ と は 、 普 通 財 が そ の 生 産 を 通 し て 経

済 発 展 の た め の 技 術 や 人 的 資 源 を 蓄 積 す る の に 対 し 、 慈 悲 財 は そ の 生 産

を 通 し て 援 助 国 を 騙 す こ と や お も ね る こ と の 技 術 な ど を 蓄 積 し 、 ま た 貧

困 そ の も の を 増 加 さ せ る よ う に な る こ と で あ ろ う 2)。 そ れ は と も か く 、Ｏ
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Ｄ Ａ に よ る 資 金 流 入 は 供 与 国 か ら 受 益 国 へ の 資 金 の 流 れ で あ り 、 少 な く

と も 本 分 析 で は 、 技 術 的 に は 普 通 財 の 輸 出 収 入 と ほ ぼ 同 様 に 考 え る こ と

が で き る 。  

 

３ ． 理 論 的 な モ デ ル  

 Ｏ Ｄ Ａ が 受 益 国 の 経 済 に 及 ぼ す 影 響 に つ い て は 、 ２ ギ ャ ッ プ ・ モ デ ル

を は じ め 多 く の 研 究 が 蓄 積 さ れ て い る 。 そ れ ら は Ｏ Ｄ Ａ が 国 内 投 資 （ の

上 限 ） を 引 き 上 げ 、 資 本 ス ト ッ ク を 増 加 さ せ た り 人 的 資 本 を 高 め る （ 内

生 的 成 長 モ デ ル ） こ と で 経 済 成 長 に つ な が る と い う 、 基 本 的 に は 受 益 国

の 供 給 能 力 を 高 め る と い う 視 点 か ら の も の で あ る 。  

 し か し 短 期 的 な 影 響 を 考 え る 場 合 、 な い し 需 要 が 不 足 し て い る 経 済 を

考 え る 場 合 に は 、 ケ イ ン ズ 的 な 需 要 面 か ら の 接 近 が 必 要 な の で は な い だ

ろ う か 。マ ン キ ュ ー ( 2 0 0 3 )は 、貨 幣 供 給 量 の 増 加 は 長 期 的 に は 実 質 Ｇ Ｄ Ｐ

に 影 響 を 及 ぼ さ ず 物 価 水 準 を 引 き 上 げ 、 短 期 的 に は 物 価 水 準 は 一 定 だ が

実 質 Ｇ Ｄ Ｐ に 影 響 を 及 ぼ す と 考 え て い る が 3)、本 稿 で も そ の 枠 組 み を 援 用

す る 。  

 こ の 節 で は 、 需 要 側 が 総 生 産 を 決 定 す る モ デ ル を 呈 示 す る が 、 そ の 前

に 、 Ｏ Ｄ Ａ が 受 益 国 の Ｇ Ｄ Ｐ に 及 ぼ す 影 響 を 実 証 的 に 分 析 し た 最 近 の 研

究 を い く つ か 紹 介 し て お く 。  

 

3 - 1． Ｏ Ｄ Ａ と Ｇ Ｄ Ｐ の 間 の 実 証 的 な 関 係 に つ い て  

 供 給 面 か ら の 影 響 に つ い て 。B u r n s i d e  e t  a l . ( 2 0 0 0 )や 、こ れ を 批 判 し た E

a s t e r l y ( 2 0 0 3 )は 、供 給 側 の 説 明 変 数 を 用 い て 援 助 と １ 人 当 た り 成 長 と の 関

係 を 回 帰 分 析 で 検 討 し て い る 。 彼 ら の 論 点 は 良 い 統 治 が 行 わ れ た 途 上 国

へ の 援 助 が 有 効 で あ っ た か 否 か に あ る が 、 ア フ リ カ 諸 国 が 半 数 を 占 め る

低 所 得 国 に つ い て 援 助 は 成 長 率 に 有 意 な 影 響 を 及 ぼ し て い な い よ う で あ

る 。 ア フ リ カ の み の 計 算 結 果 は そ れ ら に は 載 っ て い な い が 、 少 な く と も
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正 に は 影 響 し な い で あ ろ う 。 B u r n s i d e  e t  a l . ( 2 0 0 0 )は ４ 年 間 を ひ と か た ま

り に し た パ ネ ル デ ー タ を 用 い て い る た め 、 短 期 ～ 中 期 の 影 響 を 経 済 の 供

給 側 か ら 分 析 し て い る こ と に な り 、 本 稿 の 枠 組 み と は 異 な る （ E a s t e r l y ( 2

0 0 3 )は ８ ～ 2 4年 間 を ひ と か た ま り に し た 分 析 も 行 っ て い る ） 。  

 外 貨 流 入 と 物 価 水 準 の 間 の 長 期 的 な 関 係 に つ い て 。 C a s h i n  e t  a l . ( 2 0 0 3 )

は 、 輸 出 一 次 産 品 価 格 と 実 質 実 効 為 替 レ ー ト と の 間 に 長 期 的 な 正 の 関 係

を も つ 「 商 品 通 貨 国 」 が ア フ リ カ に 多 く 見 ら れ る と し て い る 。 つ ま り 長

期 的 に は 一 次 産 品 価 格 が ア フ リ カ 諸 国 の 物 価 水 準 （ 為 替 レ ー ト は 固 定 さ

れ て い る た め ） に 影 響 を 及 ぼ し て い る の で あ る 。 輸 出 収 入 も 援 助 資 金 も

結 局 は 同 じ で あ る と い う （ 2 - 1で 説 明 し た ） 私 の 主 張 と 合 わ せ 、 長 期 的 に

は 援 助 は 受 益 国 の 物 価 水 準 に 影 響 を 与 え る と 推 測 で き る 4)。  

 お そ ら く は 需 要 面 か ら の 影 響 に 関 し て 。 P a l l a g e  e t  a l . ( 2 0 0 1 )は 多 く の ア

フ リ カ 諸 国 に お い て Ｏ Ｄ Ａ 受 取 額 と Ｇ Ｄ Ｐ と の 間 に 強 い 正 循 環 性 （ p r o c y

c l i c a l i t y）を 見 出 し た 。し か し 彼 ら は 、そ の 原 因 を 説 明 す る 乗 数 効 果 の ア

イ デ ア は 却 下 し 、 十 分 な 説 明 を せ ず に 終 わ っ て い る 。 B u l í ř  e t  a l .  ( 2 0 0 2 )

も そ れ ら の 間 の 相 関 は 弱 い な が ら も 正 で あ る と し て い る （ た だ し こ れ は

ア フ リ カ 以 外 を 含 む ） 。  

 つ ま り ア フ リ カ で は Ｏ Ｄ Ａ と 実 質 Ｇ Ｄ Ｐ の 間 に は 長 期 的 な 関 係 は み ら

れ な い が 、 短 期 的 に は 正 の 関 係 が み ら れ る と い う こ と に な る （ も ち ろ ん

こ れ ら は 矛 盾 し な い ） 。  

 本 稿 で は 、 P a l l a g e  e t  a l . ( 2 0 0 1 )が 却 下 し た Ｏ Ｄ Ａ に よ る 乗 数 効 果 を 復 活

さ せ て 検 討 す る 。 彼 ら が 乗 数 効 果 の ア イ デ ア を 却 下 し た の は 、 援 助 依 存

度 （ Ｏ Ｄ Ａ ／ Ｇ Ｄ Ｐ ） と 正 循 環 性 と の 関 係 が 有 意 で は な か っ た か ら で あ

る 。 乗 数 を 一 定 と す る と 援 助 依 存 度 の 高 い 国 ほ ど 援 助 が Ｇ Ｄ Ｐ に 及 ぼ す

影 響 も 大 き く な る は ず 、 と い う こ と で あ ろ う 。 し か し 乗 数 の 値 は 国 に よ

っ て 異 な り う る 。  

 ア フ リ カ 諸 国 に 流 入 す る 外 資 が ア フ リ カ 経 済 に 及 ぼ し た で あ ろ う 影 響



に つ い て 、 私 は 以 前 、 サ ミ ュ エ ル ソ ン 「 新 古 典 派 総 合 」 の 考 え に 基 づ い

た 研 究 を 行 っ た（ 谷 口 ( 1 9 9 9 )）。し か し そ れ は 短 期 と 長 期 を 意 識 し た も の

で は な く 、 ま た 流 入 し た 資 金 が 輸 入 に 用 い ら れ な か っ た と 想 定 し た 点 に

お い て は （ 現 実 的 で な い た め ） 誤 り で あ っ た 。  

 Ｏ Ｄ Ａ が 需 要 側 か ら 経 済 に 及 ぼ す 影 響 に つ い て は（ 少 な く と も 最 近 は ）

研 究 さ れ て い な い よ う で あ る 。 し か し Ｏ Ｄ Ａ の 流 入 が 国 内 の 需 要 を 拡 大

し て 国 内 生 産 に 影 響 を 及 ぼ す こ と は 十 分 あ り う る の で は な い だ ろ う か 。  

 

3 - 2． モ デ ル  

 マ ク ロ 経 済 学 の 教 科 書 に あ る 最 も 単 純 な ケ イ ン ズ モ デ ル を 基 本 に 、 そ

の 政 府 部 門 （ 政 府 投 資 を 含 む ） に Ｏ Ｄ Ａ が 組 み 込 ま れ て い る モ デ ル を 想

定 す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 通 常 の 基 本 的 な ケ イ ン ズ モ デ ル と 異 な る の は 、 政 府 支 出 が Ｏ Ｄ Ａ の 関

数 で あ る こ と と 、 輸 入 の 説 明 変 数 と し て Ｇ Ｄ Ｐ の 他 に Ｏ Ｄ Ａ が 入 っ て い

る こ と で あ る 。  

 Ｏ Ｄ Ａ は 形 式 的 に は 供 与 国 の 政 府 部 門 か ら 出 て 受 益 国 の 政 府 部 門 に 入

る の で 、 受 益 国 で は 何 ら か の 形 で Ｏ Ｄ Ａ と 同 額 の 政 府 支 出 を 増 加 さ せ る

は ず で あ る 。 な お 、 本 研 究 で は Ｏ Ｄ Ａ が ど れ く ら い 国 内 需 要 を 増 加 さ せ

る の か が 問 題 な の で あ っ て 、 実 は 政 府 部 門 に 入 ら な く て も よ い 。 ま た 、
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言 う ま で も な い こ と だ が 、 （ 多 く の モ デ ル と 異 な り ） Ｏ Ｄ Ａ が 投 資 さ れ

る か 消 費 さ れ る か と い う こ と も 関 係 な い 。 国 内 需 要 を Ｃ と Ｉ と Ｇ に 分 け

た こ と に は 、 消 費 関 数 を 組 み 込 む と い う 目 的 以 外 に 何 の 意 味 も な い 。  

 重 要 な の は Ｏ Ｄ Ａ の う ち ど れ く ら い が 輸 入 に 用 い ら れ る の か と い う こ

と で あ る 。 こ こ で は そ の 輸 入 関 数 に Ｏ Ｄ Ａ が 入 っ て い る こ と の 説 明 が 必

要 で あ ろ う 5)。Ｇ Ｄ Ｐ は 国 内 の 財 サ ー ビ ス に 対 す る 支 出 に 等 し く な る た め 、 

 Ｙ ＝ Ｃ ｄ＋ Ｉ ｄ＋ ｇ ０
ｄ＋ Ａ ｄ＋ Ｘ  

（ 右 肩 の ｄ は 「 国 内 の 財 サ ー ビ ス に 対 す る 」 を 意 味 す る ） と 表 さ れ る 。

こ こ に 、  

 Ｃ ＝ Ｃ ｄ＋ Ｃ ｆ  

（ 同 じ く ｆ は 「 外 国 の 財 サ ー ビ ス に 対 す る 」 を 意 味 ） 等 を 代 入 す る と 、  

 Ｙ ＝ Ｃ ＋ Ｉ ＋ ｇ ０＋ Ａ ＋ Ｘ － (Ｃ ｆ＋ Ｉ ｆ＋ ｇ ０
ｆ＋ Ａ ｆ）  

が 得 ら れ る 。 右 辺 の  

 Ｃ ｆ＋ Ｉ ｆ＋ ｇ ０
ｆ＋ Ａ ｆ  

は 輸 入 で あ る 。Ａ ｆは 外 国 の 財 サ ー ビ ス に 対 し て 用 い ら れ た Ｏ Ｄ Ａ で あ る 。

Ｏ Ｄ Ａ の う ち 輸 入 に 充 て ら れ た 割 合 を ｆ と す る と （ つ ま り Ａ ｆ＝ ｆ Ａ ） 、

前 ペ ー ジ の モ デ ル に あ る 輸 入 関 数 に な る 。  

 Ｏ Ｄ Ａ が 輸 出 に 及 ぼ す 影 響 に は 正 に 働 く も の と 負 に 働 く も の が あ り 、

ど ち ら が 強 い か を 理 論 的 に 特 定 で き な か っ た た め 、 と り あ え ず 輸 出 は 外

生 と し た （ こ の 点 は 後 で 実 証 的 に 確 か め る ） 。 供 与 国 の 景 気 が 良 い と き

に Ｏ Ｄ Ａ は 増 加 す る が 、そ の と き 受 益 国 の 輸 出 も 増 加 す る は ず で あ る（ た

だ し 、 こ れ は Ｏ Ｄ Ａ → 輸 出 増 加 と い う 因 果 関 係 で は な く 、 供 与 国 の 好 景

気 → 輸 出 増 加 だ が ） 。 他 方 、 Ｏ Ｄ Ａ の 流 入 は 受 益 国 の 経 済 を 強 め 、 現 地

通 貨 （ 実 質 実 効 為 替 レ ー ト ） を 増 価 さ せ る た め 、 輸 出 が 抑 制 さ れ る 可 能

性 が あ る （ オ ラ ン ダ 病 ） 。  

 上 の モ デ ル よ り Ｏ Ｄ Ａ 乗 数 を 計 算 す る と 、  
                 １ － ｆ  
 Δ Ｙ ＝                     Δ Ａ  
               １ － ｃ ＋ ｍ  
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と な る 。 Ｏ Ｄ Ａ の う ち 輸 入 に 用 い ら れ る 割 合 ｆ が ０ の 時 、 つ ま り Ｏ Ｄ Ａ

の す べ て が 国 内 財 の 購 入 に 用 い ら れ る 場 合 に は 通 常 の 乗 数 と 同 じ に な り 、

ｆ が １ の 時 、 つ ま り そ の す べ て が 輸 入 に 用 い ら れ る 場 合 に 乗 数 は ０ と な

る 。  

 

４ ． 実 証 分 析 の 結 果  

 こ こ で は 上 の モ デ ル を 推 計 し 、 ｆ と Ｏ Ｄ Ａ 乗 数 を 計 算 す る 。 教 科 書 的

に は 、 上 の モ デ ル の 誘 導 形 で あ る  

                 １  
 Ｙ ＝                     
             １ － ｃ ＋ ｍ  

を 推 計 す れ ば よ い の で あ ろ う が 、な か な か う ま く 行 か な い 6)。 そ こ で 、 輸

入 関 数 と 消 費 関 数 を 推 計 し て Ｏ Ｄ Ａ 乗 数 を 求 め る こ と に す る 。  

 

 

4 - 1． デ ー タ  

 主 に W o r l d  B a n k  W o r l d  B a n k  A f r i c a  D a t a b a s e  2 0 0 3  を 用 い 、1 9 6 0年 代 中 頃 か

ら 2 0 0 0 / 1年 ま で の デ ー タ が 揃 っ て い る 2 3カ 国 を 分 析 の 対 象 と し た（ 14頁 の

表 ） 。 年 次 デ ー タ を 用 い た の で 観 測 数 は 3 5～ 3 7程 度 で あ る 。 デ ー タ は す

べ て 実 質 米 ド ル（ 1 9 9 5年 価 格 ）の 値 で 、こ れ 以 上 の 処 理 は 行 っ て い な い 7)。  

 

4 - 2． 計 算 結 果  

 表 に は 輸 入 関 数 の 推 計 結 果 と 、 消 費 関 数 を 推 計 し て 得 ら れ た 限 界 消 費

性 向 、 政 府 支 出 関 数 を 推 計 し て 得 ら れ た Ｏ Ｄ Ａ の 係 数 、 そ し て そ れ ら か

ら 計 算 さ れ る Ｏ Ｄ Ａ 乗 数 を 示 し て あ る 。 通 常 の 最 小 二 乗 法 で は ほ と ん ど

す べ て の 国 で 誤 差 項 に 自 己 相 関 が 生 じ た た め 、 一 般 化 最 小 二 乗 法 （ ２ Ｓ

Ｐ Ｗ 法 ） を 用 い た 。 こ の 分 析 で は 、 統 計 的 に は ① 係 数 ｆ が ０ で な い （ ｔ

値 が 高 い ） こ と 、 ② 誤 差 項 に 自 己 相 関 が な い （ Ｄ Ｗ が ２ に 近 い ） こ と 、

③ 修 正 決 定 係 数 が 高 い こ と が （ こ の 順 に ） 重 要 で あ ろ う 。  
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 ｆ （ Ｏ Ｄ Ａ の 限 界 輸 入 性 向 ） は 半 数 弱 の 国 で 有 意 と 認 め ら れ 、 そ の 値

は ほ と ん ど の 国 で 0 . 3～ 0 . 8の 範 囲 に 収 ま っ た 。つ ま り 受 け 取 っ た Ｏ Ｄ Ａ の

う ち 、 ３ ～ ８ 割 程 度 を 輸 入 に 充 て て い る こ と に な る 。  

 ｍ （ 所 得 Ｙ の 限 界 輸 入 性 向 ） が ほ と ん ど の 国 で 有 意 と な っ た こ と 、 そ

し て そ の 値 が 先 進 国 の 場 合 よ り も 若 干 高 め と な っ た こ と は 常 識 的 な 結 果

で あ る 。  

 と こ ろ で 、 こ の モ デ ル で は Ｏ Ｄ Ａ が 政 府 支 出 （ 政 府 消 費 ＋ 政 府 投 資 ）

を 同 額 だ け 引 き 上 げ る と 想 定 し た 。 そ こ で 、  

 Ｇ ＝ ｇ ０＋ ａ Ａ  

を 推 計 し て 、 少 な く と も ａ が 明 ら か に １ で な い と 推 計 さ れ る も の を 結 果

か ら 除 く こ と に す る 。投 資 を 含 ん だ 政 府 支 出 の デ ー タ は 得 ら れ な い の で 、

被 説 明 変 数 を Ｇ ＋ Ｉ と し た 。 そ の 結 果 、 中 央 ア フ リ カ 、 ガ ー ナ 、 モ ー リ

タ ニ ア に お い て ａ の 値 が 有 意 に １ と 異 な る こ と が わ か っ た 。  

 統 計 的 に 有 意 な 以 上 の 値 と 限 界 消 費 性 向 を 用 い て 計 算 で き る Ｏ Ｄ Ａ 乗

数 は 多 く は な い 。 表 の 右 端 に 掲 載 で き た の は ７ カ 国 の み で あ る 。 Ｏ Ｄ Ａ

が 輸 入 を 減 ら す よ う に 働 い て い る と み ら れ る ケ ニ ア と 、 Ｏ Ｄ Ａ が そ れ 以

上 の 輸 入 を 誘 発 し て い る と み ら れ る レ ソ ト な ど を 除 く と 、 Ｏ Ｄ Ａ 乗 数 の

値 は 概 ね 0 . 5～ 1 . 5の 範 囲 に 収 ま る 。も ち ろ ん 、有 意 な 国 の 数 が 少 な い た め

そ の 範 囲 に つ い て 確 定 し た こ と は 言 え な い 。 こ れ は 先 の ｆ に つ い て も 同

じ こ と で あ る 。  

 ア フ リ カ に お い て Ｏ Ｄ Ａ が 輸 入 を 増 加 さ せ た こ と を 特 徴 づ け る た め 、

輸 入 関 数 の 推 計 を ア フ リ カ 以 外 の 3 5カ 国 に お い て も 行 っ た 。 ｆ の ｔ 値 が

十 分 高 く （ 有 意 水 準 １ ％ ） 、 Ｄ Ｗ が １ ％ を 満 た し 、 修 正 決 定 係 数 が 0 . 1以

上 と い う 条 件 を ク リ ア し た の は 、ア フ リ カ で 2 3カ 国 中 ７ カ 国 な の に 対 し 、

ア フ リ カ 以 外 で は 3 5カ 国 中 ３ カ 国 に 過 ぎ な い 。 つ ま り 、 Ｏ Ｄ Ａ が 輸 入 を

増 加 さ せ た の は ア フ リ カ に 特 徴 的 な こ と で あ る 。  

 こ の モ デ ル で は 輸 出 を 外 生 と 仮 定 し た が 、 こ れ を 確 認 す る た め に Ｏ Ｄ
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Ａ を 説 明 変 数 と し た 輸 出 関 数 も 別 に 推 計 し た 。 そ の 結 果 、 前 段 落 と 同 じ

条 件 を ク リ ア し Ｏ Ｄ Ａ が 有 意 に 効 い た の は 、ア フ リ カ 2 6カ 国 中 8)、 ブ ル キ

ナ フ ァ ソ （ 係 数 は 0 . 5 8） と ザ ン ビ ア （ 同 - 0 . 2 4） の ２ カ 国 の み で あ っ た 。

輸 出 は Ｏ Ｄ Ａ か ら は 独 立 で あ る と 考 え て よ い 。  

 

５ ． 結 論 と 推 論  

 結 論 は 本 稿 の 内 容 を ま と め た も の で あ る 。 推 論 は 本 稿 の 分 析 か ら 論 理

的 に 確 実 に 引 き 出 せ る も の で は な い が 、 そ れ ほ ど 外 れ て い な い で あ ろ う

と 考 え ら れ る も の で あ る 。  

 

 

 

5 - 1． 結 論  

 ア フ リ カ 経 済 に 占 め る Ｏ Ｄ Ａ の 規 模 は 大 き い 。 本 稿 で は 、 そ の 需 要 面

か ら の 影 響 が あ る と す れ ば そ れ は ど の よ う に 分 析 し う る の か を 説 明 し た 。

そ し て 基 本 的 な ケ イ ン ズ モ デ ル に Ｏ Ｄ Ａ を 組 み 込 ん だ モ デ ル を 用 い 、 Ｏ

Ｄ Ａ の 限 界 輸 入 性 向 と Ｏ Ｄ Ａ 乗 数 を 推 計 し た 。  

 そ の 結 果 、デ ー タ の 揃 っ た ア フ リ カ 諸 国（ 2 3カ 国 ）の 半 数 弱 に お い て 、

Ｏ Ｄ Ａ の 限 界 輸 入 性 向 （ 追 加 的 な Ｏ Ｄ Ａ の う ち ど れ く ら い が 輸 入 に 用 い

ら れ る の か ）の 値 が 0 . 3～ 0 . 8程 度 で 有 意 と な っ た 。Ｏ Ｄ Ａ 乗 数（ 追 加 的 な

Ｏ Ｄ Ａ は 短 期 的 に Ｇ Ｄ Ｐ を ど れ く ら い 引 き 上 げ る の か ） の 値 は 、 ３ 分 の

１ 程 度 の 国 で 得 ら れ た の み で あ る が 、概 ね 0 . 5～ 1 . 5の 範 囲 に 収 ま っ た 。ア

フ リ カ 以 外 の 国 々 で 分 析 を 行 っ て も 、 Ｏ Ｄ Ａ の 限 界 輸 入 性 向 の 値 は 有 意

な も の が ほ と ん ど 得 ら れ ず （ 従 っ て Ｏ Ｄ Ａ 乗 数 も 得 ら れ ず ） 、 本 研 究 の

結 果 は ア フ リ カ に 特 徴 的 な も の で あ る こ と が わ か る 。  

 最 近 の 実 証 研 究 で は 、ア フ リ カ に お け る Ｏ Ｄ Ａ と Ｇ Ｄ Ｐ の 正 循 環 性（ 短

期 的 な 正 の 相 関 関 係 ） が 報 告 さ れ て い る が 、 そ れ は 本 稿 の 枠 組 み で 説 明
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で き る と 思 う 。  

 

5 - 2． 推 論  

( 1 )供 与 国 の 景 気 変 動 が ア フ リ カ 諸 国 に 伝 播 ？  

 援 助 を 通 し 、 供 与 国 の 景 気 変 動 が 需 要 面 か ら ア フ リ カ 諸 国 に 伝 播 し て

い る の で は な い か 。 ま ず 、 供 与 国 の 景 気 と Ｏ Ｄ Ａ 額 と の 関 係 を 考 え て み

よ う 。 供 与 国 は 景 気 の 良 い と き に 援 助 を 増 や し 景 気 の 悪 い と き に 援 助 を

減 ら し て い る と 考 え ら れ る 。長 期 的 に は 当 然 の こ と で あ る が 9)、 短 期 的 に

も P a l l a g e  e t  a l . ( 2 0 0 1 )が 実 証 し て い る 。供 与 国 の こ の 行 動 は 、供 与 国 自 身

の 景 気 変 動 を 緩 和 す る よ う に 作 用 す る で あ ろ う 。 Ｏ Ｄ Ａ を 供 与 国 Ｇ Ｄ Ｐ

の あ る 一 定 割 合 と 想 定 す る と 、 そ れ は 景 気 変 動 を 緩 和 す る 一 種 の 自 動 安

定 化 装 置 と な る こ と が 理 論 的 に 説 明 で き る 。た だ し 、こ れ を 実 証（ 検 出 ）

す る こ と は 難 し い 。 供 与 国 に と っ て 供 与 す る Ｏ Ｄ Ａ の 大 き さ は そ の Ｇ Ｄ

Ｐ の １ ％ 以 下 と 非 常 に 小 さ い か ら で あ る 。  

 本 稿 の 結 論 と 合 わ せ 、 援 助 は 供 与 国 の 景 気 変 動 を 和 ら げ 、 ア フ リ カ 諸

国 の 経 済 を 不 安 定 化 さ せ て い る こ と が 推 測 で き る 。  

 た だ し 、 そ れ は 供 与 国 対 受 益 国 全 体 と い う マ ク ロ 的 な 捉 え 方 を し た も

の で あ り 、 Ｏ Ｄ Ａ の 供 与 先 を 柔 軟 に 変 更 す る こ と で こ れ を 避 け る こ と は

可 能 で あ る 。 供 与 国 の 不 況 に よ り Ｏ Ｄ Ａ 総 額 を 減 ら さ ざ る を 得 な い 場 合

で も 、（ 何 か 別 の 理 由 で ）景 気 の 良 く な っ た 受 益 国 へ の Ｏ Ｄ Ａ を 減 ら し 、

景 気 の 悪 い 国 へ の Ｏ Ｄ Ａ を 据 え 置 く と い っ た 操 作 を 行 う こ と で 、 影 響 の

伝 播 を 少 な く す る こ と が で き る 。 し か し そ れ が 現 実 に 行 わ れ て い る か ど

う か は 疑 わ し い 。 援 助 は 受 益 国 の 交 易 条 件 の 悪 化 を 補 填 す る よ う な 形 で

行 う こ と が 望 ま し い が 、 現 実 に は そ の よ う に な さ れ て こ な か っ た と い う

の が C o l l i e r  e t  a l . ( 2 0 0 1 )の 結 論 で あ る 。  

 以 上 の 推 論 は K a m i n s k y  e t  a l . ( 2 0 0 4 )の 研 究 と も ほ ぼ 整 合 的 で あ る 。外 国

資 本 の 流 入 は 途 上 国 も 含 め た 多 く の 国 々 （ 特 に 新 興 市 場 ） で 国 内 景 気 と
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正 循 環 的 で あ り 、 つ ま り 「 降 れ ば 必 ず 土 砂 降 り 」 に な っ て い る と い う の

で あ る 。  

( 2 )Ｏ Ｄ Ａ 額 の 不 確 実 性 の そ の 他 の 原 因  

 供 与 国 の 景 気 変 動 以 外 に も Ｏ Ｄ Ａ 額 が 不 安 定 と な る 要 因 は い く つ か あ

る （ そ し て こ ち ら の 方 が 変 動 は 大 き い の か も し れ な い ） 。 援 助 額 の 不 確

実 性 の 原 因 と し て B u l í ř  e t  a l .  ( 2 0 0 2 )は 供 与 国 内 に お け る 他 の 政 策 と の 競

合 や 受 益 国 の 政 治 的 戦 略 的 な 優 先 順 位 の 変 化 な ど を 挙 げ て い る 。 ま た 標

準 的 な 開 発 経 済 学 の テ キ ス ト で あ る T o d a r o  e t  a l . ( 2 0 0 6 )は 、 「 外 国 援 助 は

供 与 国 の 支 出 の 残 余 で あ り （ 供 与 国 に と っ て ） 優 先 順 位 の 低 い 要 素 」 と

ま で 書 い て い る 。 以 下 で は ド ル （ や ユ ー ロ ） 以 外 の 通 貨 で Ｏ Ｄ Ａ 供 与 額

が 決 定 さ れ る 場 合 に 生 じ る 問 題 を 加 え て お く 。  

 円 の ド ル や フ ラ ン （ つ ま り ユ ー ロ ） に 対 す る 為 替 レ ー ト の 変 動 が ア フ

リ カ 経 済 を 不 安 定 に し て い る の で は な い か 。 日 本 で は 基 本 的 に 円 建 て で

Ｏ Ｄ Ａ 予 算 が 決 定 さ れ る 。 日 本 か ら の Ｏ Ｄ Ａ が す べ て 日 本 か ら の 輸 入 に

用 い ら れ る の な ら 、 受 益 国 は 日 本 か ら あ る 一 定 量 （ 円 建 て Ｏ Ｄ Ａ 額 が 一

定 と し て ） の 財 サ ー ビ ス を 受 け 取 っ た だ け で 、 短 期 的 ・ 直 接 的 に は 為 替

レ ー ト の 変 動 は 問 題 と な ら な い 。 し か し 日 本 の Ｏ Ｄ Ａ を 用 い た 輸 入 が 日

本 以 外 の 国 か ら な さ れ た り 、 Ｏ Ｄ Ａ が 受 益 国 内 で 支 出 さ れ る 場 合 に は 、

受 益 国 の 経 済 実 績 が 円 建 て な い し 円 に ペ ッ グ さ れ た 通 貨 で 表 示 さ れ な い

限 り 、 円 の 為 替 レ ー ト の 変 動 は 受 益 国 経 済 を 不 安 定 に す る だ ろ う 。  

 

( 3 )援 助 が 受 益 国 の Ｇ Ｄ Ｐ に 及 ぼ す 影 響 は マ ン キ ュ ー の 枠 組 み が 有 効 ？  

 外 国 援 助 は 、 短 期 的 に は 経 済 の 需 要 側 か ら 実 質 Ｇ Ｄ Ｐ に 影 響 を 及 ぼ し

物 価 に は 影 響 を 与 え ず 、 長 期 的 に は 供 給 側 か ら 物 価 水 準 に 影 響 を 及 ぼ し

て 実 質 Ｇ Ｄ Ｐ に は 影 響 を 与 え な い と い う も の 。 実 は 、 本 稿 は は じ め か ら

こ の 枠 組 み を 念 頭 に 置 い て 書 い て い る 。  
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注                                 
1)ただし、これは実証分析ではない。非産油・小国アフリカを模したモデル経済を使ったもの。 
2)元々比較優位を持たない財であっても、何らかの理由でこれを輸出しはじめることで生産性が
向上し比較優位を獲得することがある。慈悲財の生産性が向上するというのは、貧困を見せるの

が上手になるということだけでなく、（労せずして）貧困を増加させるようになるということでも

あろう。 

3)この枠組みはすべてのマクロ経済学者に合意されているものでは必ずしもないようである。 
4)つまり、長期的には援助がオランダ病を発生させるかも知れないということである。ただし、
それは実証されていないようである。 

5)この段落は、マンキュー(2003)の第６章を参考にした。 
6)誤差項に自己相関が生じるため。これは定式化の誤りであり、究極的には需要が総生産を決定
すると考えるのが間違っているのかもしれない。 

7)この点は問題である。短期の分析なのだから、これまでの多くの先行研究が行ったようにＨＰ
フィルターなどでトレンドを除去すべきである。 

8)表にチャド、シエラレオーネ、スワジランドが加わった。 
9)経済が発展して先進国の仲間入りをして経済援助を始める、あるいは逆に経済が悪化して他国
を援助できなくなるという現実からすれば、長期的にはそれは当然である。 

 

引用文献・資料                                 
Bulír, Aleš, and Timothy Lane. (2002). Managing the Fiscal Impact of Aid. 

IMF Finance & Development 39(4). 
Burnside, Craig, and David Dollar. (2000). Aid, Policies, and Growth.  

American Economic Review 90(4). 
Cashin, Paul, Luis Cespedes, and Ratna Sahay. (2003). Commodity  

Currencies. IMF Finance & Development 40(1). 
Collier, Paul, and Jan Dehn. (2001). Aid, Shocks, and Growth. World Bank  

Working Paper No.2688. 
Easterly, William. (2003). Can Foreign Aid Buy Growth? Journal of  

Economic Perspectives 17(3). 
Kaminsky, Graciela L., Carmen M. Reinhart, and Carlos A. Végh. (2004).  

When It Rains, It Pours: Procyclical Capital Flows and Macroeconomic 
Policies. NBER Macroeconomics Annual 2004. 

Kose, M. Ayhan, and Raymond Riezman. (2001). Trade shocks and  
macroeconomic fluctuations in Africa. Journal of Development  
Economics 65. 

マンキュー(2003)『マクロ経済学Ⅰ』東洋経済新報社。 
Pallage, Stephane and Michel A. Robe. (2001). Foreign Aid and the  

Business Cycle. Review of International Economics 9(4). 
谷口裕亮(1999)「アフリカの経済的自立と成長」、新開陽一編『開発経   

済学の課題と展望』第２章、大阪国際大学研究叢書 No.６。 
Todaro, Michael P., and Stephen C. Smith. (2006). Economic Development  

9th edition, Pearson. 
World Bank. (2002). World Development Indicators 2002. 
---------------. (2003). World Bank Africa Database 2003. 

 



表　分析結果

輸入関数の推計結果 消費関数 政府支出関数 ＯＤＡ乗数の

国 ｍ f 　 ＤＷ 修正Ｒ２ 限界消費性向 ＯＤＡの係数 　　　計算値

ベナン 0.31 *** -0.22 1.71 -0.066 0.75 　　　ＮＳ
ブルキナファソ 0.16 *** 0.71 *** 1.78 0.727 0.62 　　　ＮＳ 0.54
ブルンジ 0.25 *** 0.22 * 1.53 0.169 0.85 　　　ＮＳ 1.91
カメルーン 0.30 *** -0.15 1.63 0.631 0.62 　　　ＮＳ
中央アフリカ 0.04 0.31 *** 1.91 0.024 0.66 -0.31
コンゴ（共和国） 0.60 *** 0.19 1.59 0.088 0.37 　　　ＮＳ
コンゴ（民主共和国） 0.60 *** 0.14 1.23 0.125 0.72 　　　ＮＳ
コートジボアール 0.33 *** -0.08 1.61 0.306 0.72 　　　ＮＳ
ガボン 0.49 *** -0.32 1.73 0.335 0.26 　　　ＮＳ
ガンビア 0.43 *** 0.01 1.45 0.062 　　　ＮＳ 　　　ＮＳ
ガーナ 0.46 *** -0.57 1.74 0.347 0.67 0.45
ケニア 0.30 *** -1.05 *** 1.59 0.538 0.63 　　　ＮＳ 3.09
レソト 0.96 *** 1.14 *** 1.48 0.736 0.84 　　　ＮＳ -0.13
マダガスカル 0.31 * -0.10 1.33 0.236 0.75 　　　ＮＳ
マラウイ 0.19 ** -0.11 2.11 -0.197 0.77 　　　ＮＳ
マリ 0.36 *** 0.39 *** 2.02 0.411 0.76 　　　ＮＳ 1.02
モーリタニア 0.46 *** 0.63 *** 1.69 0.665 0.80 0.36
ニジェール 0.09 0.63 *** 1.99 0.234 0.89 　　　ＮＳ
ナイジェリア 0.37 ** -13.27 ** 1.12 0.038 　　　ＮＳ 　　　ＮＳ
ルワンダ 0.12 *** 0.34 *** 1.78 0.119 0.53 　　　ＮＳ 1.13
セネガル 0.28 *** 0.21 ** 1.93 0.776 0.73 　　　ＮＳ 1.43
トーゴ 0.58 *** 0.73 *** 1.23 0.376 0.93 　　　ＮＳ
ザンビア -1.20 *** -0.34 * 1.30 0.337 　　ＮＳ 　　ＮＳ

注）①自由度は32～35。
②*は10％、**は５％、***は１％の水準で有意であることを示す。
③説明（内生）変数と誤差項との間に相関が検出されたのは、輸入関数ではガーナ（相関係数が0.45）と
マダガスカル（同0.34）の２カ国、消費関数では中央アフリカ（同-0.29）のみであった。
④政府支出関数は、ＯＤＡの係数が有意に１と異なるものを載せてある。逆に、ＮＳはその係数が１でな
いとは断言できない国である。
⑤消費関数と政府支出関数のＮＳは、統計的に信頼できないと考えられるもの。誤差項に自己相関がない
とはいえない（ＤＷ、１％）、自由度修正済み決定係数が0.1以下、ｔ値が有意水準10％を満たさないと
いう緩い３つの条件のうち、少なくとも１つに抵触している。
⑥輸入関数の場合、誤差項に自己相関がないといえるのは1.43＜ＤＷ＜2.57（有意水準１％）のとき。

出所）World Bank (2003) "World Bank Africa Database 2003" より作成。
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