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景気循環と太陽活動周期

一一物理経済学的アプローチ一一

嶋中雄二

(日本経済研究センター研究員)

19世紀後半に太陽黒点説 (theoryof sun-spots) を唱えたジ‘ェヴオンズ

(w. S. Jevons)は，近代経済学の父でもある。そのジェヴオンズは，クラ

ーク (H.Clarke)の物理経済学 (physicaleconomy)の流れを汲んでいる。

物理経済学とは，経済活動が周期的変化を繰り返す事実を，天文学的・気

象学的周期と関係づけて考察を行う学問分野で，今日の景気循環論の前身と

いってよい。

本研究ノートは， このような学説的系譜を踏まえつつ，太陽黒点説の妥当

性を今日の経済データを用いて確かめようとするものである。

得られた結果は， この学説にとって有利なものであった。日本や米国のジ

ュグラー・サイクルは，明らかに太陽黒点の11年周期活動と対応しており，

クズネッツ・サイクルは，黒点の22年周期と一致している。

これらの事実の発見は，経済学にとって重大な意味をもつであろう。

1 クラーク=ジェヴオンズの物理経済学 も見える発想を基礎に築かれた面が大きい。

本研究ノートは，一般に景気循環の代表的な

波動と認められている，ジュグラー・サイクル

(Juglar cycles) とクズネッツ・サイクル

(Kuznets cycles)の2つのサイクノしがそれぞ

れ太陽活動の異なる周期に対応している， とい

う新たな経験的事実を紹介しようとするもので

ある。

太陽と景気循環とを結びつけるという試み

は，今日の経済学者にとっては，途方もない企

てと映るかも知れない。しかし経済学の歴史

は， このような，現在からみれば「異端」的と

経済活動がある一定の周期性をもって規則的

に上昇・下降するという現象を，我々は景気循

環 (businesscycleあるいは tradecycle) と

呼んでいる。また， この現象を研究する経済学

の分野を景気循環論 (businesscycle theory) 

と呼ぶが， この景気循環論を最初に切り拓いた

のは，英国の経済学者クラークであった。

クラークは1847年，英国経済1)の過去の軌跡

から， 10-11年周期と54-55年周期で飢瞳や恐

慌が繰り返していることを発見した。ジュグラ

ー (C.Juglar) やコンドラチェフ (N. D. 

Kondratieff)の業績が出る，はるか以前のこ
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とである。設は，その周期性がきわめて安定し

ていることから，偶然的な出来事の一致だけで

はζの現象を説関するととは， ~j鑑できないと

考え

-tζでクラークは， ζ うした経済活動の周類

的性格をど研究対象とする新しい科学を樹立する

べきだと主張し，その新分野を「物現経済学J

と命名した。今日の景気循灘識の禁裂である。

ここで特筆すべきことは， この「景気強喋の

父Jともいうべきクラークが循護の窮極の罪盟

天文学並びに気象学の運議に求めようとし

ていたととだ。彼は結鴻自説の笑涯には韮らな

かったが，その主議は，後K英国の経済学者ジ

ェヴオンズにヲ I~継がれた。

わち，有名な f:太i湯累点説j の膿開であ

るO ジェヴオンズは， f経済学J(econo:inics) 

の名づけ読としても，またず謡界革命j

(marginal rれrolution)の遂持者の 1人として

も知られているが，初期においては気象学者と

した人である O

1875年の f太l湯周期と穀物儲格」に始まり，

1882年の「太陽商業周期j に至る?つの論文に

おいて，ジz ヴオンズは，太i務の表酪上に2)出

る黒点、数の変化にみられる1か-11年の太錫

活動周期抗気象理子を通して，穀物倒格ひい

ては経済活動全般にI令-11年間期の循環を生み

と説いたのであっ

ジ、ェヴオンズ比 1878年の議文「商業恐慌と

の欝頭で，次のよう念議弁な口調で

っている。

「景気の環牧の原習について商業記者たちに

よって襲示された説明の多謙さを記述してみる

ことは問自 0 0 外障との競争， どーノレの飲酒

量，避難生産，労働組合，戦争，平和，金への

援の過剰1， ビーコンスフィーノレド都

(Lord B巴aconsfield)やスタッフォード・ノー

スコート街 (SirStafford Northcote) の法外

な浪費，政府の政策，グラスゴウ銀行総裁，エ

と電灯。こうした事柄の数々は，現在

とf言照の破綻を説明するのに横り

一寸巧妙払諜屈の通った

患いつきである c

けれども，今日穏とっていることが，以前に

も再ミミ再四龍こったことの緩やかな反穫である

ということ比殆ど誰も想起しないのである。

1878年10月は1866年5月と比較でや色 1866年 5

月は1857年11月と，また1857年11月は1847年10

丹と比較可能である。そして1847年10月は，さ

らに護かに護って， 1837年， 182ト羽生存，そし

て181か-16年に$ける出来事の類到した状況と

比較することができるのである。

一一現在の不読は，新しい現象でも例外的な

もない。それは， ζれから私が示すよう

に，およそ10年の間隔で著しい韓関性をもって

る， I司じ種類の出来慕の長薪系列に追加

された 1つのf0Jにすぎないのだ。その車tz9vま，
河様の湾期で糠ち返しj記ζ る，何らかの巨大か

っE広範な気象学的な得用にのみ見出すととがで、

ぎるのであるJ3) 

本研究ノートに主まいて，筆者は，以上のよう

なジェヴォンズの考え方が，今5でも尚，十分

に妥当し得るととを，事実に剥して嬰らかにL

てみたい。

2. ジュグラー・サイクJL.

我々は深刻な不況の中にいる。一般に

は，この不況は， 1985年9月のG5合意により

仕掛けられた「問高不況Jであると説明されて

いる。

ζ うした解説比不況が来る度にエコノミス

トたちによって繰り返されてきた令なるほど理

罰は通っていて，説得的である。しかしなが

ら，クラーク=ジぷヴ才ン

を知っている者ならば， ζ のような，その場か

ぎりの説明だけでは納得しないはずである。

鳴らかに1986一昨年比臨史K殻るよう

況期となるであろう c しかし 11年誌を披り返

ってみよう。果たして1975-76年は好設であっ

ただろうか。その11年前はどうか。 1964--65年

は好況だったか。さらにその日年前の1953-54

どうだったか。さらに 1942-43年はどう

か。 1931-32年はどうだったか。これらの年次

は例外なしに，かなり諜刻な不況の時顛にあた

っていたの"むは念かろう方、
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「円高不況JI石油ショック不況JI証券不

況JI戦時不況JI昭和恐慌」。久々はいろいろ

な名称を冠して各々の不況に個性を与えようと

する。しかし，ジェヴオンズが生きていた 1世

紀以上も前の時代と同様に， これらの不況に何

らかの共通性があることに注意を傾ける人はあ

まりいない。共通性を認識しているのは，景気

循環論の研究者に限られるようだ4)。

今日，景気循環論の分野では， このように約

10年の同期で操り返される循環を，シュンぺー

ター(].A. Schumpeter)の用語法に従って，

「ジュグラー・サイクル」と読んでいる。

ジュグラー・サイクルが発生する原因は，一

般に設備投資にあるとされている。しかし，そ

の周期がなぜ10年程度になるのかについては，

設備の耐用年数を根拠とする以外に説明の仕様

がないが， この説明では，同種の設備がまず存

続し得ない長期(例えば100年間)にEりジュ

グラー・サイクルが存続してきたという事実を

カヴァーできない5)。

そこで， この周期性の説明には，何か他の原

理が必要となってくる。筆者は，景気循環論の

原点に立ち戻り，クラークニジ、ェヴオンズ流に

自然現象を重視し太陽黒点による説明を試みよ

うと思う。

まず，太陽黒点とは何かといえば我々が日

常， I太陽」と呼んで、いる，光の球の表面に出

現する強い磁場をもった領域が黒点である。こ

の太陽黒点を最初に観測したのは近代科学の祖

ガリレオ・ガリレイであったが， 19世紀中期に

ドイツのシュワーべによって，その数が約11年

周期で規則的に増減していることが発見され

た。現在では，黒点数はチュ-~ッヒ天文台の

ウォルフが始めた計測方法に従同「ウォルフ

黒点相対数」と呼ばれる数量で表示されてい

る。

太陽活動が盛んになると黒点が増え，極大期

には通例その数が100以上になるが，太陽活動

がやがて沈静するにつれ減少して行き，極小期

にはゼロ近くまで、減ってしまう 6)。

図 1をど覧いただきたい。図の上段は太陽

黒点数であり，下段は名目値で民開設備投資を

GNPで除して求めた日本のジュグラー・サイ

クルである。一見してわかるように， この 2つ

の変数は， 1885年から1984年までの100年聞に

亘り，強い共変関係を示している。設備投資循

環といわれるジュグラー・サイクルは，シュワ

ーベ・サイクルと呼ばれる太陽活動の11年周期

に見事に一致して動いてきているのだ。

山，谷につりでは，特に谷の一致が見事であ

り，たとえば黒点の谷が1901年のとき，ジ、ュグ

ラーは1902年，黒点が13年のとき，ジュグラー

も13年という具合に，終戦の混乱期で経済デー

タが欠如している1945年を除き，ほほ、例外なく

太 200

陽 150
黒
点 100

界50
数 。

ウォルフ太陽黒点相対数(左目盛り)

図-1 日本のジュグラー・サイクノレと太陽黒点のシュワーベ・サイクノレ
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ζ とに， 日本の投資率変化の山は，必

といってよいほど 2つの山に分譲されてお

り， 1986年現在，再び伺様のパターンを繰り

す様穏となっているが， ζ の理由は今のところ

不明である。

米00(7)投資率変化は，総ζて日本のそ

れや太陽黒点サイクノレと逆相関的にみえるが，

よくみると，後者の呑の約3年後に山を形設す

る闇詞があるといえるc

ζ れに関連して，図… 3をど覧いただきた

い。とれは，日本と米国の投資率でみたジュグ

ラー・サイクルと東京・ニューヨークの気選，

それに太陽黒点を1961-71年の11年z問にわたり

景気循環と太陽活動員宅期

両者はぴったりと対応しているc

戦後については，黒点がジュグラーに対して

1 2年先行しているが，黒点の周撲が延長し

たときにジュグラーの馬期も延びるという襲係

もみられる。

戦後についてみられる太!警察点、の谷に対する

投資率の谷の議行性比投資率の対前年比変化

をとってみると，消滅してしまう。鴎 2比

戦後日米の投資率の変イとと太楊黒点とを比較し

たものだが， この図から， 日本の投資率変化の

1954年， 1964年， 1976年と妻太陽黒点の

シュワーペ・サイクノレの谷と全く一致している

ととがわかる。

1986.12 
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日米のジュグラー・サイクノしが逆校揺に

なっていると考えられる。つまり，このこと

は，北米大態と東アジアとではラ黒点に対する

気温循環(11年馬蔑)のレスポンスに会年程度

ズレがあること 8)と無関係でトないと患

究研済経本日84 -

われる。

に最近， I世界大悲{震の再来」

まっているが，太!湯黒点説はとうし

済状現をも税鴫可能である。

毘-4は， 1920---30年代，すなわち大芝公震窮

ジュグラー・サイクノレ的推移を太

と対照させたもので、ある。貨幣

(Mz)と実質G災?とは， 1928-29年に山を

迎えてから;急速に下務過程ι入り，

をつけている。

ζ うした動き比通常，マネタヲズムの妥当

として用いられている針。と ζ ろが，

太勝黒点数もとの持窮，そっくりの動き

大恐慌期の米留経済と太陽黒点、図-4

左目凝り)
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g米ジ、品グラー・サイタノレと東京・

袋一クの気溺・太湯黒点

対比させたものである。一見してわかるように

米震のジュグラー・サイクルと日本のジェグラ

ー・サイクノしは，山と谷がほぼ、通サイク;1.--に念

っているがヲ ζ の現象は，議第三代平教授によ

って， I日米景気の逆サイクノレj と名づけられ

ている。その篠顕教授はヲ f経済学入再三(1979

年)の中で I残念な ζ とに，アメゾカにおい

ても，日本においても，その理由はいまだに解

暁されていませんj と述べている

ところが， ζ の日米のジュグヅー・サイクノレ

各久東京とニューヨークの年平均気選，

それに太欝黒点と一緒に顕示してみると，驚く

べき事実が埠かび上がってくる。すなわち，ニ

ューヨークの気温払太賜黒点や東京の気温に

対して逆サイクノレとなっており，その後を追い

かけるように米閣のジュグラ…・サイク

いている ζ とである。一方，院本のジュグラー・

サイクノLは，太欝票点や東京の気謡に対してや

や運行しながら正方向に動いているため，結果

畑一句ニ:L

関 3

nM町

東
京
の
気
温

1920 25 30 35 . 40 (主主)

備考)貨幣量と実紫GXPは1929年=10むとして織委主化。
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ベージの詰司容…Sよち引用。コt民騒然点数t土，東京天文食品購『現
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ている C 黒点は1928年に山にi棄してから， 1933 

年に谷さと記議しているのである C

3. クズネッツ・サイクJL，

次に，英罰の経 者 lJ...イス (A. W. 

Lewis)によって「クズネッツ・サイクルj と

命名された約22生存周期のj変動について考えて

みよう。

これは2 米国のクズネッツ (S.Kuznets)に

よって，実質GNP成長率の移動平均儲か

き出されたものであり，一般に住宅建設の波と

されている O これに関連して，米E惑のトーマス

(B. Thom説話)が与えた解釈は興味探い10)。

トーマスは f移民と経済成長11(1954年〉の

中で，英~から米長選へと移読が大量になされる

り坂になる

くためラ

渡が逆サイクノしになると指摘した。

ところで，太陽黒点には22年周期のへーノレ・

サイクんと呼ばれる循理がある。太i湯聞におけ

る黒点の擁立の般極性はシュワーペ・サイクノレ

の2憶の周期で変わり，最初の11年幣は北の磁

性，次の11年間は南の礎性という具合に交替す

る。これに伴いヲ地球上の気象変fとにも22年の

循環がみられる。

そじで筆者が太陽黒点のへーノレ・サイクんと

これに対応する降水量の変化(オーストラヲ

ア)とをラ ト…マスの描いた図

みたと ζ ろ，国一ーらのような一致がみられるに

とが粍明した。

へ… Jレ・サイク Jりまオーストラリア

と盤循環となっているが，読者は米舗の移民流

入数及び建設活動と，ま七鋭、事凶常ぼ1庁、時事叫浮

動L

に対して泊循環に念っているのかは，

るが，黒点の22年跨期が気象露

子を介してグズネッツ・サイクノレの22年周期，

並びに， トーマスのi強サイクノしを発生させてい

ることは，愚からみて疑問の余地がなさそう

だ。

日本についても， 事ロソブスキ一時

教授により実費GNP成長率から検出された

1889~1964年におけるクズネッツ・サイクノしは，

6のように明らかに太E易黒点のへーノレ・サ

イクノレと対拡していることをラ筆者は見出し

た。

組一?比図-1で示した日本の投資準につ

いて， ジュグラー・サイクノレの平均周期を11年

とみて， とれを除去するためれ年移動平均を施

した系:vUを， 1890~19路年の期轄で太陽黒点の

へーノレ・サイクルと重ね合わせたものである。

ζ の投資率の11年移動平均憶が描き出す軌跡

は， クズネッツ・サイクノレと本質的に開ーのよ

うなものといってよいが， これも僅から暁らか

念ように，太陽黒点、サイクノレと， きわめてよく

一致している。

太陽黒点のヘール・サイクノレはまたラ衛品市

況の霊志向とも歩調を合わせているように晃え

るO 関-8比ヘーノレ・サイクル色ダウ・ジ

ョ…ンス‘衛品環物相場指数の推移と対照さそ主た

ものである。

1970年代を還とて，商品指数はジグザグした

変化を克¢ながらも，基本的に上昇トレンドで

推移してきたが，この湾，太陽黒点、のへール・

サイク 1しも1979年まで上昇し続けていた。とこ

ろが，その後ヘール・サイクんが下降に転ずる

と，商品指数も 80年を境に下韓トレンドとな

り，現在K至っているc このiま行けは¥

指数は1980年代一杯は下降表基調を維持する ζ と

に念ろう。

4.今後の課題

J;JJ::において，景気循環の代表的な 2つの波

動が， いずれも太i場活襲警淘期と欝接に対応して

いるという経験的証拠が紹介された。

携にあり，かっそ

一級と思われたので，それ以上の議論には蕗ど

足を踏み入れ念かったc

だがヲ今後，学説として太隣黒点税を展開し

て行くためには，ある程度の理論化を行わざる

いだろう。就に筆者は，様々な理論的可
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図-5 クズネッツヱヱトーマス・サイクノレと太線黒点のへーノレ・サイクノレ
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図 7 日本の投資率にみるクズネッツ・サイクノレと太陽黒点数
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を含む世界経済全体に影響を与え

る経路(貿易訳文の不均衡化や金

融・実物資韮の収益率の変化

資料) r自本経済新賓J198吉年10}i13隠f守勢判。楽家?を文台綴 rJ.軍事ヰ王手$J

脅さz性について吟味を行ってみたが， は

次の 2つの解釈が可能であると考えるO

第 1比ジェヴオンズが襲轄したように，太

i蕩活動が主主上の気還や緯水量を左右しとうし

た気象条件の変fとを通じて，

に影響を与え，その鏑格を錆環的に変化させ誉

び資本移動〉と度合

の11ffi格強力性念ど〉につ

察が決定鵠に重要になってくる。

ジェヴオンズ自身&穀物設穫の譲i浅の?警報

それ容体弘企業家の心理に影響する経蕗をも

している叫が，謹かにこれも無視できない

ブアクターで、あろう O

2は，米国の経済学者マタ (C帽 Garcia叩
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Mata)とシャフナー (F.L Shaffner)が1934

に指摘している，より直接的な経路の可能性

である。彼らは，太鶴語動が磁力緩や紫外懇の

変化をと過とて，人間の健康や活動状離に直接影

響するために，主体的に景気裾環が生記する ζ

とそ実証しようとした

これは大控な説ではあるが，決して馬鹿には

できない。事実，ケインズ(].M. Kをynes)

は Fー数理論~ (1936年)の中で，投資を

する資本の限界効率は，単に数学的期待値によ

るものではなく，人間の本性にさまづく

「告生的な楽観Ji神経過教性Jiヒステラー

性Ji消化カjさらには「天殺に対する反応力j

ると述べている13)。

現段階ではまだ断定的な結論は下せ

ないものの，太織活動は究濃やi海水量の変化を

遥じて農林水盛物の需給や価格に務響を及ぼし

ているだけでなく，当然，人間の社会的・政治

〔注釈〕

。H.Clarke，“Physical Economy-a Prelimina-

ry Inquiry into the Physical Laws Govering 

the Preiods of Famines and Panics，" Rail-

way Iミegister，1847.尚，との議文の内容は，

Jevo出(3 J， p. 202-203に詳しく紹介されて

いる C

2) とのテ…?に関するジェヴオンズの一連の論文

のうち 4つは， Jevons (3]， p. 175-214に絞

められているcすなわち，“TheSolar Period 

and the Price of Corn" (1875)，マhePeriodic-

的・経済的選択にも鱗視できないインパクトを

及ぼしているとみるc

とれについては自然科学的な裏づけを要する

が，現在「議気生物学J(Ma伊悲tic-Biology) 

や「生気象学J(Bio-M記teorology) の分野で進

められている，太陽活動や地議気変化と人間の

犠康状態との器開の研究等14〕，多くの実証によ

って次第に解明されて行くものとみられる O

太i湯黒点説はう現在のととろは丸経験的事

きる隈り絞集するべき段間にあるが，将

来飴には，自然科学ょの成果をも十分に摂敢し

た上で，新たな形てや盟議構築される ζ ととなろ

う。

ジェヴオンズは1878年， 日報ぜられる太

陽パワーに欝ずる

ける最も

ザ・タイムズ

ニニエースとなるときが来る

た叫。いまや少なくとも， ζの

ることは誰にもできまい。

的 筆者自身，太陽祭主主説の研究κ取雪組む以前

は， 平等投令資循環説 (theoryof rein vestment 

cycles)の妥浅絵を議室正しようとして?をしんだ

経験をもっ。嶋中雄二・佐野晋一「滋代再投資

機環説ーニ立コー効果の理論-J(上・中・下)，

WE S P 1告85年 3，4， 5 

6) 嶋中雄ニ [11J，(13Jに詳しく説明してある。

7) 篠療三代平日]， 108ページ。

8) 清水・小野・小山 (8J， 34ページ参照c 19世

紀ドイツ ァペ γによる発見に基づ

ity of Commercial Crises and its Physical く。

Explanation" (1878) ，"Commercial Crises and 9) 加藤寛孝(17エ198ページ参照。

Sun-spot幸一Part1"(1878)， 及び“Commercial 10) 篠原(1]， 103ベー

Crises and Sun-spot、←Partn"(187のである。 11) Estey仏 J，p.174-175参照。

3) Jevons ( 3エp.201及びp.187よち引用。 12) Mata & Shaffn灯(7]。 ζ の内容については，

4) 幸いなととに， 1鉛5年11月，我が冨でどジネス・ Estey (5 J， p.176を参照。

ニEコノミスト令z和むとする「景気循環学会J 13) Key民 s( 4]， p.163，邦訳181ページ参照。

(Association of Business Cy.ζle，篠原三代ネ 14) 佐々木 (9J及び前回 (10J

会長)が発足し，伝統的な景気後縮会の視点治 15) ]evons C 3 J， p. 

雪量かに復活してきた。
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