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海外技術移転に求め られ る技術

Appropriate　Technologies　for　Technical　Transfer

斉 藤 　 貢 （さい と う み つ ぐ）

　   海外環境協力 セ ン タ
ー　技 術 土 幹

1． 技術移転の失敗

　 1．1 海外へ の 技術移転

　「技術」 とい う もの を 「科学」 との 対比 に お い て 捉 え

た場合，そ の 特徴 とな る の は 「ユ
ーザ ー

」 の存在 で ある。

ユ
ー

ザ
ー

の な い 技術は考 え られ ず，その 点 で 自然科学 の

多 くが，人 的 な 介 入 な しに 専 ら真理 ・
真実 を 追究 す る の

と際立 っ た対照 を 示 す。こ の こ とは，技術 が科学的 で あ

る こ とを否 定 す る もの で は な い が ， 時 と して 必ず しも科

学的で な い 事象 に よ っ て もその 適用性が左右 され る点 が，

技術 の特徴 で ある。

　技術を移転 しよ う とす る場合，その 技術 を 開発 し た 者

とそ れ を利用 し よ う とす る者 （ユ ーザー
）は 異 な る はず

な の で，その 技術 が活用 され る ため に は，ユ
ーザー

にそ

れ が受 け 入れ られ な ければな ら ない。特 に，経済面 や 社

会
・
文化面の 価値観の 違い が，技術の 移転 に 妨げ とな る

場 合 も少な くな く，結局の とこ ろ，移転先の ユ ーザーが

そ の 技術 を 欲 し い と思 うか ど う かが，技術移転の 成否の

大き な因 子 とな っ て い る こ とが 多い 。

　 1．2　ホワ イ ト
・

エ レフ ァ ン ト

　海外技術移転 を 行 う際，技 術 者が 最 も恐 れ る の は

White 　Elephant （ホ ワ イ ト
・

エ レ フ ァ ン ト〕 で あ る。

ホ ワ イ ト
・

エ レ フ ァ ン トは，シ ャ ム （タ イ）の 王 が ， 功

績の あ っ た 家臣 に 下賜す る 白象が 語源で あ る。大変貴重

で あ り人切な もの で あ るが，象で あ るか ら大 食い で，飼

料を調達 して 育て 続け る こ とは 非常に 困難な た め，こ の

故 事が 転 じて ，「図休 ば か りで か くて役 に立 た な い 代物 」

判 最新技術 で あ って も現 地 の 実情 に 含わ ず，使われな

くな っ た 援助」 の こ とを 指す よ うに な っ た。国 際協力に

携わ っ た 者で あれば，多か れ 少な か れ こ の ホ ワ イ ト ・
エ

レ フ ァ ン トを 見 か け た こ とが あ る もの と思う。残念な こ

とで は あ る が，過去に お い て 不適切な援助 ・技 術 移 転 が

行わ れ て きた 証 左で あ る 。

　 1．3　力 ニ バ リズ ム

　次に 悲しむべ き事態は，Cannibalism （カニ バ リズム ）

を 目の 当た りに す る こ とで あ る 。 カ ニ バ リ ズ ム の 語源は，

1食人 （人 が 人 を食 う）」 とい う恐 ろ し い もの で ある が ，

具 体 的 に は，先 に 故 障 し た機器 の 部品を 抜 き取 っ て 後 に

故 障 した 同種 の 機器 を 修理 す る こ と で あ る。こ れ は，メ

ン テ ナ ン ス 体制 や ス ペ ア パ ー
ツ の補充等 が不 十 分 な た め

に 生 じ る現象で あ り，ホ ワ イ ト ・エ レフ ァ ン トの よ うに

全 く使い 物 に な らな い わ け で は な い が，壊 れ れ ば終 わ り
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とい う，や は り不 適切な 技術移転の 例で あ る。

　 1．4　国際協力 の 力 学

　 で は ， 何故 ホ ワ イ ト
・

エ レ 7 ア ン トや カニ バ リズ ム と

い っ た不 適切な援助 が 行わ れ て きた の で あ ろ う か 。 こ う

い っ た場 合，我 々 は，そ れ に は，そ れ が 繰 り返され る だ

け の 必 然性 が ある と 考え る。第
一

に，日本 （あ る い は ド

ナ ー国） に あ る技 術 が，相手 が 求め るニ ーズ と合致 しな

い ケー
ス が 多い こ とが挙 げ られる。価値観 とい うもの は

実 に 多様 で あり，日本の常識 で は 思 い も よ らな い ケー
ス

も少 な くな い 。　 ・
方，受 け 入 れ側 に つ い て も，特 に技術

選定 を 行う者 は ，最新 ・最先 端 技 術 を 希 望 す る傾 向 に あ

り，意 思 決 定 に ユ ーザ ーや地 元 の ニ
ーズ が 反映 され に く

い 面 が ある。さ らに，援助 の 「結果」 で は な く 「プ ロ セ

ス 」 に お い て利益 を得 る者 に と っ て は ， 本来手段で あ る

は ず の 援助 が 目的化 して しま うとい っ た 現象 も生 じ る。

そ うい っ た 中間 利 益 （役 得 ） の 排 除 を 行 わ な い 限 り，不

適 切 な 援助 の 根は 残 り続 け る。

2． 求め られ て い る技術と は

　 2．1 適正技術 （中間技術）に つ い て

　 Intermediate　Technology （中 間 技 術 ） は ，　 E ．　F．

Schumacher （シ ュ
ーマ ッ ハ

ー
）の ス モ

ー
ル   イズ ・ビ

ュ
ー

テ ィ フ ル
1〕に 既 に詳細 に記 さ れ て い る 。 彼 は，ハ イ

テ クで もな くロ ー
テ ク で も な い ， そ の 巾間的な技術 こ そ

が，生 存の 基盤 を持た ず，貧困 に打ちひ しが れ た 多数の

人 々 を 救 う助 け に な る と説 い て い る。

　 単 な る思 想や 概念で は な く，具 体的 な技術体系 と して，

Appropriate　Technology （適正 技術 ） とい う 言葉 が 良 く

用 い られ る 。 適i．F技術の 多 くは 地域限定的 で，そ の 点に

お い て ，普遍的に 適用可 能 （と思 わ れ て い る ）先端技術

とは 大 き く異 な っ て い る 。 適正 技術 に は 明確 な定義 は 無

い が，一般 的 に ，

　  Technically　Viable （実際 に 「動 く」 技術 で あ る

　　　 こ と），

　  Economically　Feasible（経 済的 に 適 用 可 能 で あ

　　　 る こ と ），

　  Culturally　Acceptable 〔社 会 ・文 化 的 に 受け 入 れ

　　　 られ る こ と），

　  Environrnentally　Sound （環境
・
資源而 で 持続的

　　　で あ る こ と），

が 配慮さ れ る。適正 技術 に お い て は特 に経済面 か らの 視

点が 重要 で ，At−any −
cost （金 に 糸 目は つ け な い ）技術

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 z
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論 　 　説

は 考 え られ な い 。

　 2．2　 技 術 の 経 済 評 価

　経済評価 を行 うに 当たって は，便益 とい う概念 が必 要

で あ る。近代経済学 に おい て は，便益 は 「ある財や サー

ビ ス に 対 し，支 払 っ て も良 い と思 う金額 （Willingness

to　Pay ：WTP ）」 と定義 さ れ る。値 段 が WTP よ り安 け

れ ば 人 々 は そ れ を買 い ，高け れ ば買わ な い。した が っ て，

経済評価 とは便益 と値段 （費用）を 天秤 に か け る こ とを

意味す る。

　仮 に ，よ り高品質 の 財
・サービ ス が提供 さ れ れば，人

々 は よ り多 く支払 っ て も良い と考 え る で あろ う。しか し，

そ れ も無制限 に 増大 す る わ け で は な く，自 らの財政事情

か ら支払 え る限度額 （Aff
’
ordability 　to　Pay：ATP ） が存

在す る 。

一
方 ， 既 に 受け て い る サ

ービ ス な どで は，実際

に 攴払 っ て い る金額 が は っ き りして い る。以上 三 つ の金

額 に 関 して は，一
般 に，

　 　 支 払 い 額 ≦ 支払 い 意思額 （WTP ）≦ 支払 い 可能額 （ATp ）

の 関 係 が成 立 す る もの と考 え られる。技術開発 の 目的は ，

WTP を 増大 さ せ る べ く財 ・サービ ス の 質 を 向上させる

こ と，お よび，費用 を ATP 以内に 収め るべ くコ ス トダ

ウ ン を 図る こ との 2 点 に 集 約 され，究 極 の 状態が ，

　　 支払 い 額 靄支払 い 意思額 （WTP ）＝支払 い 可 能額 （ATP ）

で ある 。

3． 水資源問題 の 解決に向け た 適正 技術の 適用

　3．1 水供給分野 に お け る世界 的 な 目標

　2000年 9 月 の 国 連 ミ レ ニ ア ム サ ミ ッ i一に お い て 採 択

さ れ た ミ レニ ア ム 宣 言 に基づ き，ミ レ ニ ア ム 開発 目標が

設定され て い る。その 中で，2015年ま で に，安全 な 飲

料 水 を得られ て い な い 人の 割合を半減 させ る こ とが 目標

と さ れ た 2）。こ れ は，毎 日新 た に28万 人 の人 々 へ 飲料水

供 給 を 15年闊 に わ た っ て 続け る こ とを意 味 して い る3♪。

更に ，こ れ らの 飲料水 を必 要 と して い る人 々 の 多 くは，

近代水道の ような高価な施設 に 対す る費用 負担能力 を 持

ち 合わ せ て い な い 。そ の た め，どの よ うに して こ れ だ け

大量の 人 々 へ の 飲料水供給 を達成 す る か とい う こ とが 大

きな 課題 とな っ て い る。

　 3．2　適切 な水供給と は

　WHO に よる適切な水供給 の 基 準 に 合致す る手 法 には，

各戸給水，共 同 水 栓，井戸ポン プ，汚染防止 措置を 講 じ

た つ る べ 井戸，汚染防 止措置 を講 じた湧水，雨 水 集水，

が 挙 げ られ て い る 3）。つ ま り，こ の レ ベ ル の サービス で

あ っ て も適切 で あ る と見 な さ れ る。逆 に い うと，こ の 基

準 で 見積 も っ て も適 切 と さ れ な い 人 が，2000年時点で

11億人 （世界人 口 の 116）存在 す る とい うこ とで もあ る。

　WHO の 基準を 見 る と，日 本 が過 去 に お い て 使 っ て き

た 「中古技術」 を 適用 す れ ば よい と考 え が ちで あ る。当

然，過 去 の 技術の 中で も適用 可 能 な もの が あれ ば，積 極

的 に使 うこ とは 望 ま し い が，適正 技術 は必 ず し も中 占市

場 で は な く，現 在 で も次 々 と新 た な技術開発が 進め られ

て い る。

2

　3．3　適 正技術 の 例

　（D　Rope 　Wind　Pump

　ニ カ ラ グ ア で 開発さ れ ，世界各地 で 利用 さ れ る よ うに

な っ た 技術 に，Rope 　Wind 　Pump が あ る。図
一 1の よ

うに ，ロ ー
プに 等問隔に 小さな ピス トン を取 り付け て，

そ れ をパ イ プ内を上昇させる こ とに よ っ て ，水 を汲み上

げ る 仕組 み に な っ て い る。
こ の よ うに 非常に単純で，維

持管理 も容易で あ る。し か も，井戸の 上 部か らσ）汚物
・

汚水の 浸入 を 防 ぐこ とが で き，WHO の基準 に 十分適合

す る。ニ カ ラ グ ア の 家庭用施設 の 場合 ， 設 置費用 は

US＄100に満 た な い 。

　こ の 例を見 る と，適正技術 は ロ ーカル な 資材 を使 っ た

ハ ソ ドメ イ ドな もの ば か り との 印象 を持つ か も しれ な い

が，完全な工 業製品で，輸出され て い る適正技術 も存在

す る。

　（2＞　Hydraulic　Ram 　Pump

　Hydraulic　Ram 　Pu【np4 ）は ，電 気 を 使わ な い 揚 水 ポン

プで，ウ ォ
ーターハ ン マ

ー
の原理 を 利用 して ，水 を水 源

よ り高い 位置 ま で持ち 上 げ る こ とが で きる。図
一2 の よ

うに，水撃バ ル ブか らは水が常時流出 して お り，それ に

よ りバ ル ブ が 閉 め られ （毎分30〜ユ00回 程度），その 時

の 水 撃力 に よ り 2 次 側の 圧 力 を一ヒ昇 させ る。こ の ボン

ピ ス トン

〔

　　　斗

トン

レ ・ン ドル で

　 回 転

皿 l！

；

　Y パ イ プ

＿一一一

図一 1　 Rope 　Wind 　Pump

水源

水撃バ ル ブー

圧 力室 給 水 タ ン ク

臼！

謹監 ．

図
一2　 Hydraulic　Ram 　Pump

　 土と基礎，52− 11 （562）
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プは，流 水量 の
一

部 （1〜20％）の み を利用 す れば よい

渓流な どか らの 取水法 と して 利用 価値が高く，ア メ 1」カ

や イギ リ ス な どで 改良
・
製造されて い る。

　3．4　適正 技術 の 開発 と普及

　適正 技術 を開 発 し，そ の 普及 に 努め て い る機関 は幾 つ

もあ るが ， そ の 中心 とな っ て い る の は ヨ
ー

ロ ッ パ の 研究

機関で あ る。オ ラ ン ダの IRC　 International　 Water 　and

Sanitation　Center（IRC ），イギ リス の Water，　Engineer−

ing　 and 　Development 　 Centre （WEDC ），ス イ ス の

Department 　 of　 Water　 and 　 Sanitation　 in　 Developing

Countries（SANDEC ）な どは，ア フ リ カや 中束，南ア

ジアな どで 水 と衛生分野の 適正技術の 開発 に 取 り組ん で

い る 。 同時 に，研修 や コ ン サ ル テ ィ ン グ な どの 事業 も行

っ て お り，帰国 研修員が 世界 各地 に散 らば って い る 。 そ

の ネ ッ トワーグ を利用 して 情報の 収集や 提供 も行 っ て い

る 。

　Intermediate　Technology 　Development 　Group（ITDG ）

とい う イギ リ ス の NGO は，水 と衛生分野 に 限 らず，住

宅建設，農業，手工 芸な ど，貧困層が 生 活 して い く上 で

必 要 とされ るあ らゆ る技術を 対象 として，その 普及 に向

けた 活動を行 っ て い る。また，ITDG は 出版 も行 っ て お

り，多 くの 適正技術の 技術 資料や 雑誌が 入 手可 能で あ る。

　 日本に お い て は，あ る 特定の 技術に つ い て の 普及 ・
技

術移転 を 行 っ て い る NGO は幾 つ もあ る が ， 適正 技術を

系統的
・
専従的 に行 っ て い る組織

・
機関はまだない 。実

際 ，日 本 で は Appropriate　Technology と Best　Availa−

ble　Technology の 区 別 が つ か な い 人 も珍 し くな い 。前

者は，人 々 が 利用可 能な 技術の 内最 も良い （例 えば 高性

能な ） もの を表し，後者は ， あ る性能を 満足する技術の

内最 も良い （例 え ば 安価な）もの を意味す る。こ の 両技

術は，ア プロ
ー

チ が 全 く逆 で あ り，両者 が
一

致 す る場合

も
一

致 しな い 場合 もあ る。

　こ の ，日 欧の 違 い は，そ の 国の 国際化 レベ ル の 違 い と

も，海外領 土 の 統治の 歴 史遺産 と も言われて い る が，い

ず れ に して も，日本で 適正技術を専門に扱 っ て い る 人 は

非常に 限 られ て い る 。

4．　 日本が持 っ て い る技術 と日本が持 っ べ き技

　　術

　4．1　 日本の 適正技術

　日本に も，全 く適正技術 が存在 しな い わ け で は な い。

水 供給分野 で 最 も有名な技術 は，千葉県 の 「上 総掘 り」

とい う深井戸掘削技術 で あ ろ う。 上 総掘 りは ， 江戸時代

後期 か ら昭和 30年代頃ま で ， 袖 ヶ 浦や君津周辺 に おい

て 灌漑用，飲料用井戸 の掘削技術 と して広 く用 い られ て

い た。

　上 総掘 りは，図
一 3の よ う に 切 刃 を

一
定 の 高 さ か ら落

下 さ せ て そ の 衝 撃 力 に よ り掘 り進 む とい う単純 な も の で

あ る。特微 は，切 刃 の 攴持 に 竹 ひ ご を 用 い る こ と で ，排

泥時の 切刃 の巻 Eげ に大 きな ひ ご車 を組 み 立 て る場 合 が

多い 。こ の 方法 で 1 日あ た り 4〜5m ，100m 以 ヒの 深

井戸 の 掘削が PtJ能 で あ っ た。
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図
一3　 上 総掘 り
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）
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　 こ の よ うに，上 総掘 りは 日本 の 古 くか らの 技術 で あ る

が，決 して 博 物 館 的 技術 で は な く，現在 も改良や 適用 が

行わ れ て い る。例 えば，エ ン ジ ン駆動 の ト総掘 りは掘進

速度を 倍増 させ，よ り短期 間 で の 深井 戸掘 りを可能 に し

た 。 そ して現 在，幾 つ もの NGO が，水不 足 に悩む ア ジ

ア や ア フ リ カ の 国 々 で，ヒ総 掘 りの 技 術 移 転 に取 り組 ん

で い る。ま た ，JICA の 青年海外協力 隊 に も 「上 総掘 り

（井戸）」 とい う職種があ る。

　4．2 移転 す べ き技術 と すべ き で は ない 技術

　人間は，良い もの ，優れた もの を見せ られ る と，ど う

して も欲 し くな っ て しま う もの で あ る。しか し，経済的

に 見 て 全 く適用 不 可能で あ れ ば，それ は 我慢 しな け れ ば

ならない 。した が っ て，単な る 目本の 経験
・
技術 の 紹介

は，い た ず ら に 欲 求不 満 を 募 らせ る こ とに な りか ね な

い
5〕。そ して ，その 時 に 日本の 援助 で そ の 技術が 「た だ 」

で 手に 入 る とす れ ば，　
・
も二 も無 く飛 び つ い て し ま うこ

と もや む を え な い こ とか も しれ な い。そ の 結果 が 冒頭 に

述 べ た ホワ イト
・

エ レ フ ァ ン トや カニ バ リズム に つ な が

る の だ とす る と，情報の 提供時点で ， その 技術 が適正 で

あ る か ど うか の 配慮が 必要に な る。

　特 に 水 供給 の よ うな 基 本 的 な 技 術 は ，IT 技術 や 遺伝

子 技 術 の よ うな最 先 端技術 とは 根本的 に 異 な り，す べ て

の 人が その恩恵に 浴さなけ れ ばな らな い
。 貧困地 域 向け

の技術 は，日本の 既存の 技術 とは 別の 価値観 で 開発 しな

け れ ば な らな い。

5． 今後 の 展 望

　 5．1　 ソフ トと ハ ードの ベ ス ト ミッ ク ス

　 日本 の 国 際協 力 を よ り効果的に 進め て い くた め に は，

限 られ た資 金 の 中で ， よ り対費用効果の 高 い 援助を行 う

必 要 が あ る 。 近年 ， 援助プ ロ ジ ェ ク トの 中に 占め る ソ フ

トコ ン ポーネ ン トの 割合が 増え て きて い る。単 に 施設 や

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3
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機 材 を 提 供 す るの で は な く，そ れ を使 い こ なせ るだ けの

人材 の 養 成，更 に は地 域 住 民 の 意 識 啓 発 を行 い ，プ ロ ジ

ェ ク トの 理解 とオ
ー

ナ
ー

シ ッ プの 構築 を重視 し て い る。

　現 在，こ の 目的の た め に，ソフ ト とハ
ー

ドの ベ ス ト ミ

ッ ク ス に つ い て の 議論 が活発 に行 わ れ て い る。従来，H

本 は ハ
ー

ド型 援助 を得意 と して い た が ，世界的 な ソ フ ト

化の 流れ に よ り，ハ
ード不 要 論 も 出始 め て い る。し か し，

実際 に は ソ フ ト とハ
ー

ドは車の 両 輪 として
一
体 として 捉

え るべ きで あ り，そ の バ ラ ン ス に お い てベ ス ト ミ ッ ク ス

が存在す る と考 え る こ とが で きる。た だ し，その 具体的

な割 合 に 関 して は，明確 な ガ イ ドラ イン は まだ な い 。

　5，2 多様 な ス キー
ム の 連携

　上述の よ う に，国際協力 ・援助 が複合的
・
統合的 に な

っ て くる と，従前 ， 単
一

の 実施 機関 が行 っ て きた プ ロ ジ

ェ ク トス キ
ー

ム だ け で は，全体をカ バ ー
で きな い とい う

事態 が 生 じて くる。そ の た め，多様 な主 体 者 ・ス キ
ー

ム

（公 的資金 と民 間資金，ガ バ ナ ン ス と草の 根，日 木 と第

三 国等 々 ） を縦横 に組 み合 わせ て，効 果的 な援助 を行 う

こ とが 求め られ る。

　5．3 人的ネ ッ トワ
ー

クの 構築

　 日 本は ，（特 に 外 国人 との ）人 的 ネ ヅ トワ
ー

ク 構 築 に

あ ま り積極 的 で は な か っ た。外 国 人留学生 ・
研修員 な ど

も，帰国 して し ま え ば音信不 通 とい うこ と も珍 し くな い。

ま た，あ る特定の 国 に 派遣
・
勤務経験 を持 つ 日本人 間の

ネ ッ トワ
ー

ク や，そ の ネ ッ トワ
ー

ク の情報源 として の 活

用 と い っ た 面 に お い て も 十 分 と は い え な い。国際協力へ

の 直 接 的 な 利 用 とは別 の 次 元 で は あ る が，平時 よ り人的

交流 を深め，相互理 解 を図 っ て い くこ とが 今後重要 とな

っ て くる と思わ れ る。

6． 結 語

　20世紀の 後半 は ，人 類 が 初 め て 地球 の 有限 さを 認識

した時代で あ る。 そ の 限 られ た資源 ・環 境を持 続 的 に利

用 しつ つ ，全人類の 幸福の 総和を最大 に す る ため の 方策

を，探 る努 力 は ま す ます 重要 とな っ て くる。今後，地球

人類の
一

員 と し て ，目本国 内向けの 技術 だ け で な く，世

界 の 貧 困 層に と っ て本 当に 役立 つ 技術 を 作 り 出し て い く

こ とが 望 まれ る。
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