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( 1 ) 経 済 の 二 重 構造 の 実 態

経
済
の

二

重
構
造
の

実
態

わ

が

国

経
済
の

『

二

重

構
造
』

と

広
く

一

般
に

言
わ

れ

て

い

る

も
の

の

実
態
を

解

明
す

る

た

め
に

は
､

ま

ず
わ

が

国
経
済
の

『

二

重

構
造
』

と

よ

ば

れ

て

い

る

も
の

は

何
で

あ

る

か

を

確
定
し

な

く

て

は

な

ら

な
い

｡

.
こ

の

用

語
を

初
め
て

わ

が

国
で

用
い

た

昭

和
三

二

年
の

『

経
済
自

書
』

に

は

｢

経
済
の

二

重

構
造
+

と

題
し
て

つ

ぎ

の

よ

う
に

述
べ

ら
れ

て

い

る
｡

｢

昭

和
三

丁

年
に

お

け
る

わ

が

国
の

完
全

失

業
者
は

六

〇

万

人

で

あ
っ

た
｡

就
業
者
は

四
三

万
人

で

あ
ら

た

か

ら

就
業
者
に

対

す

る

完
全

失
業
者
の

比

率
は

二

%

に

足
り

な
い

｡

先

進
国
に

お

い

て

は

失
業
者
の

比

率
が

三

%
よ

り

少
な

け

れ

ば
ほ

ぼ

完
全

雇
用
と

称

し

て

い

る
｡

そ

れ

な

ら

ば

わ

が

国
の

雇

用
ほ

満
足
す
べ
■
き

状
態
な

美

濃

口

時

次

郎

の

で

あ
ろ

う
か

､

決
し

て

そ

う
で

は

な
い

｡

何
故
な

ら

ば

わ

が

国

の

よ

う
に

農
業
や

中
小

企

業
が

広
汎
に

存
在
す
る

国
で

は

低
生

産

性
､

低
所
得
の

不

完
全

就

業
の

存
在
が

問
題
な
の

セ
あ
っ

て
､

先

進
国
の

よ

う
に

雇

用

状
態
を

完
全

失
業
者
の

多
寡
で

は

か

る

こ

と

が

で
. き

な
い

か

ら
で

あ
る

｡

こ

の

よ

う

な

後
進
性
は

つ

ぎ

の

ご

と

き
諸

現

象
に

現

わ

れ

て

い

る
｡

そ

の

第
一

は

家
族
労
働
者
の

比

重
の

大
き

さ

で

あ

る
｡

就
業
者

は

そ

の

就
業
上
の

地

位
で

三

つ

に

分

類
さ

れ

る
｡

す
な

わ

ち

じ
俸

給
賃
金

を

え
て

働
く

雇

用

者
側
農
業
や

中
小

商
工

業
主
の

よ

う

な

自
家

営
業
者
榊
農
村
の

婦
女

子
の

よ

う
な

家

族

労
働
者
で

あ

る
｡

雇
用

者
は

い

わ

ば
よ

り
近

代

的
な

労
使
関
係
に

基
づ

い

た

就
業
で

あ
っ

.
て

､

こ

の

比

率
の

大

き
い

こ

と

は

そ

の

社

会
が

近

代

化
し

て

い

る

こ

と

を

示

す
の

で

あ

る

け

れ

ど

も
､

雇
用

者
の

率
は

四

割
三
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分
に

ず
ぎ

ず
､

イ

ギ

リ

ス

の

九

割
､

ア

メ

リ

カ

の

八

部
に

ぐ

ら
ぺ

て

は

る

か

に

及
ば

な
い

｡

自
家

営

業
者
の

割
合

も
二

剖
四

分
と

き

わ
め

て

高
い

が

驚
く
べ

き

高
さ

を

示

し
て

い

る

の

は

家

族

労
働
者

の

比

率
で

あ
る

｡

わ

が

国
の

三

割
は

イ

ギ

リ

ス

の

〇
･

二

%
に

く

ら
ぺ

れ

ば

ほ

と

ん

ど

比

較
に

な

ら

な
い

｡

第
二

に

企

業
規
模
別
の

貸
金

格
差
が

き

わ

め

て

大

き
い

こ

と

も

わ

が

国

特

有
の

現

象
で

あ

る
｡

大

企
業
と

三

〇

人
か

ら
一

〇

人
の

小

企

業
の

貸
金
の

.
間
に

ほ

前
者
の

一

人

当

り

賃
金

を
一

〇

〇
と

す

れ

ば

後
者
は

五

〇
と
い

う
関
係
が

あ
る

が
､

さ

ら
に

そ

れ

以

下

の

極
小

企

業
､

零
細
企

業
を

と

れ

ば
一

.
〇

〇

対

四

〇

と

開
き
が

拡
大

す
る

｡

外

国
■

で

は

大
企

業
七

小

企

業
と
の

間
の

賃
金
の

格
差
は

一

〇

〇

対

九

〇
､

ノ
せ

い

ぜ

い

開
い

て
一

〇

〇

対

八

〇
に

と
ど

ま
っ

て

い

る
｡

農
業
と

中

小

企

業
の

比
重

を

国
際
的

に

此

較
し
て

見
よ

う
｡

就

業
人
口

中
､

農
業
人
口

の

占
め

る

割
合
は

三

〇

年
に

お

い

て

三

八

%
に

ま
で

減
少
し
て

い

る

が
､

そ

れ

で

も
ア

メ

リ

カ

の
一

〇
%

､

イ
ギ

リ

ス

の

四

%
に

く
ら
ぺ

て

圧

倒
的
に

大
き

く
ほ

ぼ

イ

タ

リ

ア

な
み

で

あ

る
｡

ま

た

わ

が

国
工

業
の

企

業
規
模
別

従

業
員
構
成
を

国
際
的
に

此

較
し

て

み

る

と
､

わ
が

国
の

一

､

0

0

0

人

以
上

の

大
規
模
企

業
の

雇
用
は

米
､

英
､

独
に

つ

い

で

か

な

り

大

き
い

此

東
を

占
め

て

い

る

が
､

一

〇

〇

-
九

九

九
人
の

中

規
模
の

比

重
が

極

端
に

低
く

､

一

〇

-
九

九
人

の

小

規
模
お

よ

び
一

〇

人

以

下
の

極
小

お

よ

び

零
細
規
模
の

比
重

が

大

き
い

｡

こ

の

よ

う
に

わ

が

国

雇

用
構
造
に

お

い

て

は
一

方
に

近

代
的

大
企
業

､

他

方
に

前

近

代

的
な

労

賃
関
係
に

立
つ

小

企

業
お

よ

び

家

族

経
営
に

よ

る

零
細
企

業
と

農
業
が

両

極
に

対
立

し
､

中
間
の

比
重

が

著
し

く

少

な
い

｡

大
企

業
を

頂
点

と

す
る

近

代
的
な

部
門
で

は

世

界
の

ど

ん

な

先

進

国
に

も

劣
ら

な
い

よ

う
な

先

進

国
的

設
備
が

立

ち

並

ん

で

い

る
｡

そ

こ

で

ほ

あ
る

償
定
の

種
類
お

よ

び

品

質
の

商
品

を

生

産
す
る

た

め
に

､

ま

た

世

界
市
場
に

お

け

る

競
争
に

耐
え
ぬ

く

た

め
に

､

進

ん

だ

技
術
が

必

要
と

さ

れ

る

の

で

あ
っ

て
､

資
本
に

対

す
る

労
働

の

必

要
量
は

技
術
の

要
求
に

基
づ

い

て

決
定

さ

れ
､

賃
金
の

高
さ

は

大

資
本
と

強
力
な

労
働
組
合
と

の

間
の

交
渉
に

よ
っ

て

左

右
さ

れ

る
｡

近

代

部
門
か

ら
は

み

出
し

た

労
働
力
は

何
ら

か

の

形
で

資

本
の

乏

し
い

農
業

､

小

企

業
に

吸

収
さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

必

要
労

働
が

資
本
と

技
術
と
に

よ

っ

て

決
定
さ

れ

る

近

代
部

門
と

異
な
っ

て
､

こ

の

部
門
で

は

所
得
の

低
下
を

通
じ

て

資
本
と

労
働

の

組
合
せ

が

変
化

す
る

｡

生
き

て

い

く
た

め

に

は

ど

ん

な
に

所
得

餅

低
く

て

も
一

応
成
業
の

形
態
を

と

渇

か

ら
こ

の

部
門

で

は

失

業

の

顕
在
化

が

少
な
い

｡

完
全

雇
用
で

は

な
い

が
､

い

わ

ゆ
る

全

部

′

l
-

′

.
i

い
h

て

.

.
7
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■七

雇
用

で

あ

る
｡

賃
金

も

労
働
力
の

再
生

産
す
る

だ

け

よ

こ

さ

な

け

れ

ば

働
き

に

出
な
い

と
い

ぅ
こ

と

は

な

く
､

い

く

ら

で

も

家
計
の

足
し

に

な

れ

ば

稼
ぎ
に

い

く
｡

近

代
部
門
の

高
い

所
得
水

準
と

非

近

代

部
門
の

一

人

当

り

侶

低
く
て

も

頭
数
の

多
い

購
買
力
が

単
一

の

国
内

市
場
を

形
づ

く
っ

て

有
効
需
要
維
持
の

支
柱
と

な

る
｡

有

効
需
要
が

あ

る

高
さ

に

維
持
さ

れ

る

な

ら
ば

国
民

経
済
の

あ

る

部

分
で

は

所

得
水

準
が

き

わ

め

て

低
く

な
っ

て

も

需
要
と

供
給

､

あ

る

い

は

物
価
と

賃
金

の

間
に

一

種
の

バ

ラ

ン

ス

が

成

立

す
る

｡

か

く

し
て

低
い

貸
金
に

お

い

て

の

み

雇
用
さ

れ

う
る

労
働
力
が

低
い

生

産
力
を

持
つ

用

途
に

吸

収
さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

き
わ

め
て

生

産

力
の

低
い

､

し
か

し

な

が

ら
､

労
働
集
約
的
な

生

産
方

法
を

も
つ

部
門
が

近

代

部
門
と

共

存
す
る

の

は
､

右
の

よ

う
な

理

由
に

基
づ

い

て

い

る

の

で

あ

る
｡

い

わ

ば
一

国
の

う
ち
に

先

進
国

と

後
進
国

( 3 ) 経 済 の 二 重 構 造 の 実 態

の

二

重

構
造
が

存
在
す
る

に

等
し
い

｡

わ

が

国
が

世

界
の

中

進
国

だ

と
い

う
の

は

こ

の

よ

う
な

意
味
に

解
す
べ

き
で

あ

ろ

う
｡

労
働

市
場
も

二

重

構
造

的
封
鎖
性
を

も
っ

て

い

る
｡

す

な

わ

ち

大

企

業

で

新
し

く

労
働
力

を

求
め

る

と

き

に

は

新
規
卒
業
者
の

な

か

か

ら

優
先

的
に

と

り
､

急
に

雇

用
を

ふ

や

さ

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

と

き

に

は

臨
時
工

や

社

外
工

を

採
用
す
る

｡

大

企

業
の

労
働
者
が

解

雇

さ

れ

て

中
小

企
業
に

流
れ

る

こ

と

は

あ

る

が
､

中
小

企

業
の

労
働

者
が

大

企
業
に

就
職
す
る

と

き

に

は

臨
時
工

の

形
を

と
る

｡

中
小

企
業
と

農
業
と

の

聞
に

も

特
殊
な

均

衡
関
係
が

存
在
す
る

｡

農
業

の

所
得
は

農
業
お

よ

び

そ

れ

以

外
の

も
の

を

含
め
る

と

都
市
中
小

企
業
労
働
者
の

所
得
と

所
帯
単
位
で

は

ほ

ぼ

等
し
い

｡

と
こ

ろ
で

ほ

ぼ

等
し
い

所
得
を

得
る

た

め

に

は

約
二

倍
の

人

数
が

働
い

て

い

る

か

ら
､

農
業
の

生

産
性
は

中
小

企

業
に

く

ら
ぺ

て

約
半
分
で

あ

る
｡

し

か

し

農
家
が

土
地

を

離
れ

て

非
農
業
の

仕
事
に

移
る

こ

と

は
､

住
宅
問
題
や
･
就
業
の

不

安
定
な

ど

種
々

の

困

難
を

胎
む

う

え

に

働
き

に

出
た

人
の

一

人

当
り

の

所
得
と

し

て

多
く

と

も
､

家
族

全

体
と

し

て

は

か

え
っ

て

減
少

す
る

た

め

に

農
村
か

ら
の

労

働
力

の

流
出
に

は

限

界
が

あ
る

｡

二

重

構
造
は

貿
易
に

も

表
現
さ

れ

て

い

る
｡

わ

が

国
の

後
進
国

か

ら
の

輸
出
(

合

板
､

雄

貨
等
)

が

世

界

の

先

進
国
に

い

き
､

日

本
の

先

進
国
の

輸
出
(

肥

料
､

鉄
鋼

等
)

が

世

界
の

後
進

国
に

向

け

ら

れ

て

い

る
｡

つ

ま

り

大

企

業
の

資
本
集

約
性
は

労
働
集
約
的
な

後
進
国
に

対

し
て

輸
出
を

有

利
に

し
､

労

働
集
約
的
な

中
小

企

業
の

有
利
性
は

資
本
集
約
的

で

労
賃
の

高
い

先

進
国
に

対

す

る

輸
出
の

増
大
を

促
し
て

い

る
｡

し

か

し

な

が

ら

こ

の

よ

う
な

経
済
の

不

均
衡
的
発
展
は

所
得
水

準
の

椿
差

拡
大

を

通
じ

て

社
会
的

緊
張
を

増
大
さ

せ

て

い

る
｡

■
経
済
成
長
と
二

重

構
造
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以

上
に

よ
っ

て

日

本
経

済
の

最
終
目

標
で

あ

る

完
全

雇
用

と

は
､

単
に

完
全

失

業
者
の

数
を

減
ら

す
こ

と

で

は

な

く
､

経
済
の

近

代

化

と

成

長
と
の

う

ち
に

二

重

構
造
の

解

消
を

は

か

る

こ

と
で

あ
る

点
が

あ

き

ら
か

に

な
っ

た

で

あ

ろ

う
｡

し

か

し

そ

の

達
成
は

な

か

な
か

容
易
で

な
い

｡

何
故
な

ら

ば
､

こ

こ

当

分

は

労
働
人
口

が

急

テ

ン

ポ

に

増
加
し

て
､

こ

れ

を

適
当

な

職
場
に

吸

収

す
る

た

め

に

は

年
々

相

当
の

経
済
の

伸
び

を

必

要
と

し
､

急
速
に

二

重

構
造
の

解
消

を
は

か

る

余
裕
を

見
出
す
こ

と
が

困

難
で

あ
る

か

ら

で

あ

る
｡

わ

が

国
の

人

口

増
加
は

年
に

百

万

人

を

下

回
る

よ

う
に

な
っ

た
｡

し
か

し

過

去
の

高
い

出
生

率
と

平

均
年
齢
の

上

昇
に

よ

り
一

四

歳

以
上

六
四

歳
ま

で

の

生

産
年
齢
人

口

は

三
一

年
に

は

二
一

八

万

人

も

増
加
し

た
｡

経

済
的
に

み

る

と

絶
入
口

の

増
加
よ

り

も
､

職
を

･
号
ス

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

生

産
年
齢
人
口

の

増
大
の

方
が

重

要
な

意
味
を

持
っ

て

い

る
｡

も

ち

ろ
ん

生

産
年
齢
人
口

全

部
に

職
を

与

え

る

必

要
は

な
い

｡

家

庭
に

と

ど

ま
る

人

も
あ

り

学
校
に

通

う

人

も

あ

る

か

ら

だ
｡

い

ま

ま
で

の

割
合
で

み

る

と
､

一

三

〇
万

人

生

産
年
齢
人

口

が

ふ

え

れ

ば
､

九

〇

万
人

余
の

人
々

が

就
職

戦
線
に

押
寄
せ

る

よ

う
だ

｡

さ

き
に

述
べ

た

よ

う
に

日

本
経
済
に

ほ

す
で

に

四

千

三

百

万

人
の

人
口

が

働
い

て

お

り
､

年
々

相
当

数
の

人
々

が

身
体
の

都
合

や

家

庭
の

事
情
で

職
を

退
く

か

ら
､

そ

の

後
釜
に

な

れ

る

部
分
が

か

な

り
あ

る
｡

こ

れ

を

差
引

く

と

全

く

新
規
の

職

場
を

必

要
と

す
る

者
は

六

〇

1
七
〇

万
人
に

な

ろ

う
｡

こ

の

人
々

の

職
場
は

い

ま

ま
で
･
の

日

本

経
済
の

ネ

y

ト

プ

ラ

ス

と

し
て

付

加

え

な

け

れ

ば

な

ら
な
い

｡

し

か

も

家

族
労
働
者
の

よ

う
な

前
近

代

的
な

就
業
形

態
で

な

く
､

近

代

的
な

形

態
の

雇
用

者
と

し
て

吸

収

し

た

い
｡

そ

れ

に

は

経

済
を

年
々

ど

れ

だ

け

膨
ら
せ

.

れ

ば

よ

い

の

か
｡

二

五

年
か

ら
三

〇

年
ま

で

の

五

年
間
に

経
済
の

成
長
率
約
八

%
で

雇

用

者
の

増
加
は

年
平
均
七

五

万

人
で

あ
っ

た
｡

そ

こ

で

大

ざ
っ

ば
に

推
定

す
れ

ば

六

-
七

%

ほ

ど
の

成

長

率
を

維
持
す
れ

ば

新
し

く

就
職
戦
線
に

†

て

く

る

人
々

を

雇
用

者
と

し
て

吸

収
し

､

二

重

構
造
の

悪
化
を

防
ぐ
こ

と

が

で

き

そ

う
で

あ

る
｡

一

･

〇

年
後

に

な
る

と
､

生

産
年
齢
人

口

の

ふ

え
る

割
合
が

大

分

減
っ

て

く
る

し
､

経
済
規
模
が

大

き

く

な

る

の

で
､

も
っ

と
も

低
い

成

長

率
で

も

新
し

く

増
加

す
る

人

口

を

滞
り

な

く

吸

収
で

き

る

よ

う
に

な

る
｡

そ

れ

よ

り

先
に

な

れ

ば

総
人

口

の

増
加
も
だ

ん

だ

ん

下

火
に

な

る
｡

日

本
の

人

口

は

昭

和
四

五

年
以

後
､

伸
び

が

緩
慢
に

な

り
､

六

〇

年
に

一

億
一

千

万

人

足
ら

ず
で

頭
打
ち
に

な
っ

て
､

そ

れ

以

後
は

減
る

と
い

う
見

通

し

が

示

さ

れ

て

い

る
｡

つ

ま
り

雇
用
問
題
の

胸

突
き

八

丁

は

今

後
一

〇
年
な
の

で

あ

る
｡

こ

の

間
は

で

き

る

だ

け

高
率
の

経
済
成

長

を

保
っ

て

年
々

の

増
加
人

口

を

吸

収
し

､

二

重

′

､

.

丁

･-

+
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構
造
を

少
し

で

も

改

善
の

方

向
に

向

け
る

よ

う
に

努
め

な

け
れ

ば

な

ら
な
い

｡

･
そ

れ

以

後
は

増
加

人

口

の

圧

力
が

減
る

か

ら
二

重

橋

造
の

積
極
的
解
消
を

は

か

る

余
力

が

生

じ
､

■
雇

用
問
題
を

先

進
国

と

共

通
の

地

盤
の

上

に

立
っ

て

取

扱
い

う

る

よ

う
に

な

る

だ

ろ

ト

フ
0

従
っ

て
､

さ

し

当
り

完
全

雇
用

政

策
に

と
っ

て
､

も
っ

と
も

重

要
な

課
題
は

高
い

成

長
率
を

長
期

間
に

わ

た
っ

て

持
続
し

安
貞
し

た

繁
栄
を

保
つ

こ

と

で

あ

る
｡

し

か

し
こ

れ

は

な
か

な

か

む
づ

か

し
小

課
題
だ

｡

戦
後
三

一

年
ま
で

の

経
済
成
長

率
は

､

い

わ

ゆ

る

戦
後
の

回

復
過

起
と
い

う
特
殊
事

情
に

よ
っ

て

年
平
均

一

一

%
の

異
常
な

高
率
を

示
し

た
｡

戦
後
の

特
殊
事
情
は

将
来
の

参
考
に

な

ら

な
い

か

ら
､

明

治
時
代
か

ら

昭

和
初

年
ま
で

の

期
間
に

わ

た
っ

て

日

本

経
済
が

ど

れ

位
の

率
で

伸
び

て

き

た

か

を

調
べ

て

み

る

と
､

年
平
均
四

%
で

あ

っ

た

こ

と

が

わ

か

る
｡

こ

の

四

%
と
い

う

成

長

率
も

諸

外

国
の

そ

れ

に

く

ら
ぺ

て

飛
び

抜
け
て

高
く

外

国
の

経
済

学
者
が

日

本
の

成
長

率
は

驚
異
的
だ

と
い

う
ほ

ど
で

あ

る
｡

し

か

も

四
%
で

ほ

年
々

ふ

え

る

人

口

を

吸

収

し
､

二

重

構
造
の

悪
化
を

防
ぐ
こ

と

も

む
づ

か

し
い

｡

一

一

%
の

特
急

は

無
理
で

も

四
%

の

鈍
行
で

は

物
足
り

な
い

｡

せ

め

て

六

-
七

%
の

準
急
の

成
長
率
を

長
く

保
ち

た

い

も
の

だ
｡

つ

ぎ
に

､

経
済
の

い

か

な

る

部
分
の

近

代
化

に

よ
っ

て

高
い

成

長
率
と

雇
用
の

吸

収
を

達
成

す
る

か

と
い

う
問

題
が

あ

る
｡

こ

れ

に

は

二

つ

の

考
え

方
が

あ

る
｡

一

つ

は

も
っ

ば

ら

大
企
業
を

頂
点

と

す
る

近

代

部
門
の

急

速
な

成

長
を

は

か

り
､

こ

れ

を

機
関

車
と

し

て

非
近

代

部
門
を

引
っ

ば
ら

せ

よ

う
と
い

う

考
え

方

で

あ

る
｡

そ

の

二

は
､

非
近

代

部
門
そ

の

も
の

を

近

代
化

し

生

産
を

あ

げ
る

行
き

方
で

あ
る

｡

わ

が

国
の

よ

う
に

農
業

､

中
小

企

業
の

比

重
の

■

大

き
い

国
で

は
､

第
一

の

方

法
に

よ

る

だ

け

で

は

ど

う

し
て

も
二

重

構
造
の

椿
差
が

開
き

雇
用
の

吸

収
も

充

分

に

行
な

わ

れ

な
い

の

で

は

な
い

だ

ろ

う
か

｡

わ

が

国
の

貴
業
人

口

の

比

率
は

明

治
五

年
の

七

七

%
か

ら

今

次

大

戦
後
を

例
外

と
し

て
一

貫
し

て

減
少
の

傾
向

を

示

し
て

お

り
､

そ

の

テ

ン

ポ

も

世

界
各
国
に

く

ら
べ

て

そ

れ

ほ

ど

劣
っ

て

い

な
い

｡

し
か

し

農
業
人
口

の

比

率
の

減
少
ほ

そ

の

ま

ま

わ
が

国
の

二

重

構

造
の

緩
和
を

意
味
す
る

も
の

で

は

な
い

｡

な

ぜ

な

ら

ば

製
造

業
に

お

い

て

大
企

業
の

就
業
者
の

此

率
は

む

し

ろ

減
少

し
､

小

企

業
の

此

率
が

増
大
し
て

い

る

か

ら

で

あ
る

｡

ご

く

大
胆
に

い

え
ば

二

重

構
造
の

下

層
の

う
ち

で

農
業
か

ら

小

企

業
へ

の

転
移
が

お

こ

っ

た

だ

け
で

､

上

層
上

下

層
と

の

比

重

は

あ

ま

り

変
化

を
み

せ

て

い

な

い
｡

こ

の

こ

と

は
､

同
じ

経
済

成

長
策
の

う
ち
に

も

非
近

代
部
門
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に

対

す
る

特
別

な

考
慮
を

加
味
し

な

け
れ

ば
､

二

重

構
造

改

善
の

扶
け
に

な

ら

な
い

こ

と

を

示

唆
し

て

い

る
｡

中

規
模
経
営
の

近

代
化

前
に

も

述
べ

た

と

お

り

今

後
一

〇

年
位
は

零
細
規
模
甥

経

営
ま

で

を

対

象
と

し

て

二

重

構
造

を

積
極
的
に

解
消
す
る

こ

と

は

む
づ

か

し
い

｡

従
っ

て

こ

の

間
に

お

け
る

非
近

代

部
門
の

近

代
化

方

策

と

し

て

は

わ
が

国
に

お

い

て

と

く
に

比

重

の

低
い

中

規

模
の

経

営

を

採
算
に

の

る

よ

う
に

し
､

育
成

強
化

す
る

こ

と

に

重

点

を

置
く

べ

き

で

あ

る
｡

ま

ず
農

業
に

つ

い

て

は

経
営
の

規
模
を

拡
大

し
､

就

業
人
口

の

適
正

化

を

は

か

り
､

適
地

適
作

､

有
畜
農
業
を

進
め

､

機

械
化

を

推
進
す
る

こ

と
で

あ

る
｡

さ

ら
に

中
小

企

業
､

こ

と
に

中
規
模
製

造

業
等
の

生

産
力
を

高
め
る

方

策
は

つ

ぎ

に

示

す

理

由
に

よ
っ

て

と

く

に

重

要
で

あ

る
｡

第
一

に

輸
出
面
で

の

役
割
で

あ

る
｡

中
小

企

昇
の

製
品

は

輸
入

原
料
に

対

す
る

依
存
度
が

少
な
く

､

外

貨
獲
得
率
が

高
い

｡

し
か

も

そ

の

輸
出
は

先

進
国
に

向

う

部
分
が

多
い

の

で

ド

ル

獲
得
に

重

要
な

役
割
を

も
っ

て

い

る
｡

第
二

に
､

中
小

企
業
が

大
企
業
と
の

問
に

有
す
る

相
互

補
完
関

係
で

あ

る
｡

主

要
製
造

業
の

下

請
依
存
度
を

公

正

取

引

委

員
会
の

調

査
に

よ

っ

て

み

る

と
､

､

､

､

シ

ン

で

は

五

割
､

絨
雄
二

次

製
品
で

ほ

四

剖
､

造

船
､

機
械
等
で

は

二

-
三

剖
等
の

比

重
を

示
し

て

い

る
｡

造

船
が

世

界
一

に

な

り
､

国
産
自
動
車
が

こ

れ

ほ

ど

発
達
し

た

の

も

下

請
部
門
の

技
術
進
歩
に

よ

っ

て

扶
け
ら

れ

た

面
が

多
い

｡

大

企
業
が

競
っ

て

下

請
の

系
列

化
を

急
い

で

い

る

の

も
､

下

請
部

品
工

業
の

育
成

強
化

が

な

け
れ

ば

大
企
業
自
体
の

近

代

化
を

ほ

か

る

こ

と

が

で

き

な
い

と
い

う
段
階
が

き
て

い

る

こ

と

を

示

し

て

い

る
｡

第
三

は

中

小

企

業
の

資
本
効

率
が

よ

い

と

い

う
こ

と

で

あ

る
｡

大

企
業
に

く

ら
べ

て

中
小

企
業
は

､

生

産
性

､

賃
金

水

準
､

利
潤

率
等
の

譜

面
で

劣
っ

て

い

る

の

に
､

資
本
の

生

産
性
お

よ

び

資
本

回

転
率
は

ほ

る

か

に

大
企

業
よ

り

高
い

｡

従
っ

て

大
企
業
で

オ

ー

ト

メ

ー

シ

ョ

ン

の

よ

う

な

近

代

的
設

備
を

入

れ

て

増
産
す
る

場
合

に

く

ら
ぺ

て

同

じ
だ

け
の

増
産
額
を

達
成
す
る

た

め
の

資
本
の

所

要
額
は

少
な

く
て

す

む
こ

と
に

な
る

｡

前
述
の

ご

と

く

わ
が

国

産

業
は

今
後

資
本

係

数
が

高
ま
り

､

換
言
す
れ

ば

資
本
生

産
性
が

低

下

す
る

傾
向

を

も
つ

と

思
わ

れ

る

の

で
､

資
本
効
率
の

よ

い

こ

と

は

注
目

す
べ

き
こ

と
で

あ

ろ

う
｡

第
四
に

雇
用
の

吸

収
力
で

あ

る
｡

戦
後
の

就
業
人

口

増
加
の

大

半
が

中
小

企
業
に

吸

収
さ

れ

て

い

る
｡

単
位
あ

た

り
の

投
資
に

対
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す
る

雇
用
の

吸

収
力
は

､

中
小

企
業
の

方
が

は

る

か

に

高
い

｡

今

後
も

大

企

業
ほ

生

産
性
の

高
い

近

代
設

備
を

設

え

つ

け
て

い

こ

う

か

ら
､

こ

わ

面
に

お

け
る

大
き

な

雇
用
吸

収
力
は

必

ず
し

も

期
待

し

得
な
い

｡

年
々

増
加
す
る

労
働
人

口

を

吸
収
す

る

た

め
に

中
小

企
業
の

役
割
は

今
後
も

き

わ

め
て

大
き
い

｡

中
小

企

業
の

も
っ

て

い

る

こ

の

よ

う
な

大
き

な

力

が

い

ま

ま
で

充
分
に

発
揮
さ

れ

な

か
っ

た

理

由
は

､

第
一

に

従

業
員
が

多
い

割

合
に

設
備
機
械
が

貧
弱
で

か

つ

老

朽
化

し
て

い

る

こ

と

だ
｡

中
小

企
業
ほ

資
本
の

蓄

積
が

貧
弱
で

銀

行
か

ら

資
金
を

借
り

る

こ

と

も

容
易
で

な

く
､

設

備
改

善
の

力
が

乏

し
か

っ

た
｡

第
二

に

技
循
水

準
も
き

わ

め

て

お

く

れ

て

い

た
｡

中
小

企
業
の

技

術
革
新
と

は

世

界
最
先

端
の

技
術
を

導
入

す

る

こ

と
で

は

な
い

｡

大

企

業
で

は

常

識
に

な
っ

て

い

た

技
術
を

移
し

植
え

る

だ

け
で

大

き
な

効
果
を

発

揮
す
る

で

あ

ろ

う
｡

第
三

に

中
小

企

業
相

互

間
の

過

当

競
争
が

中

小

企
業
発
展
の

障
害
と

な
っ

て

い

た
｡

こ

と
に

輸
出
向

け

企
業
は

一

般
に

手
工

業
に

依
存
す
る

こ

と

が

多
ぐ

､

業
者
の

濫
立
に

よ

っ

て

そ

の

傾
向
が

著
し

く
､

輸
出
の

伸
張
を

阻
ん

だ
｡

中

小

企

業
の

育
成

強
化

､

組
織
化
に

よ

っ

て

こ

れ

ら
の

障
害
の

解

決
が

企
て

ら

れ

る

な

ら

ば
､

中

小

企

業
は

経
済
成

長
の

た

め
の

足
が

か

り

に

な

る

で

あ

ろ

う
㌣

逆
に

こ

の

部
門
の

近

代
化
が

等
閑
に

付
さ

れ

る

な

ら

ば

近

代

部
門
の

成

長
も

阻
ま
れ

る

の

で

あ

る
｡

最
近

､

政

府
が

中
小

企
業
振

興

策
を

大

き

く

採
り

あ

げ
は

じ

め

た

の
.

は

右
に

示

し

た

経
済
的

背
景
に

よ

る

も
の

で

あ

っ

て
､

単
な

る

社

会
的

不

均
衡

の

考
慮
に

基
づ

く

も
の

で

は

な
い

｡

お

く

れ

た

部
門
の

対

策
に

は

二

つ

の

対

策
が

あ

る
｡

一

つ

は

保

護
策
で

あ

る

. ｡

し

か

し
こ

れ

は

往
々

に

し
て

劣
っ

た

条
件
を

そ
の

ま
ま

固
定
し

て

し

ま

う

倶
れ

が

あ

る
｡

も

う
一

つ

は

多
少

摩
擦
ほ

あ
っ

て

も

劣
っ

た

条
件
を

む

き
だ

し
に

こ

れ

を

改

善
し
ょ

う
と
い

う

心

構
え

を

内

側
か

ら

盛
り

あ

げ
る

方

策
だ

｡

目

下

問
題
に

な
っ

て

い

る

最
低
賃
金
制
度
な

ど

は
一

見
中
小

企

業
に

不

利
に

見
え

る

か

も

知
れ

な
い

が
､

貸
金
の

上

昇
を

何
と

か

生

産
性
の

上

昇
で

補

お

う

と
い

う
気
持
を

奮
い

起
づ

せ

る

と
い

う
点
に

お

い

て

第
二

の

部
類
に

属
す
る

で

あ
ろ

う
｡

し

か

も

中
小

企

業
向

上
の

核
心
は

あ

く

ま
で

設

備
改

善
で

あ

る
｡

中
小

企

業
が

設

備
を

入

れ

替
え

る

こ

と

は
､

機
械
工

業
に

対

す
る

大
き

な

国
内

市
湯
の

出
現

を

意
味
す

る

で

あ

ろ

う
｡

相
当

規
模
の

国
内

市
場
が

存
在
す

れ

ば

輸
出
も

ま

た

振
興

す

る

こ

と

は

船
舶

､

車
輌

､

光
学
機
械
の

例
に

あ

き

ら

か

で

あ

る
｡

こ

う
し
て

機
械
産
業
の

重

要
性
は

産
業
基
盤
の

二

つ

の

問
題
を

通

し

て

浮
き

だ

し
て

き
た

｡

+
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二

そ

こ

で

こ

の

経
済
白

書
の

説
明
に

よ

る

と
､

経

済
の

二

重

構
造

は

近

代
部
門
と

非
近

代

部
門

､

･
先

進
国
と

後
進
国
と

が

同
じ

国
民

経
済
の

中
に

並

存
し

て

い

る

こ

と
を

意
味
し

て

い

る

こ

と
に

な
る

｡

自

書
は

か

か

る

経
済
の

二

重

構
造
の

標
識
と

し

て
､

H

家

族
労

働
者

･

自
営
業
者
の

比
重

の

大
き
い

こ

と
､

閂

農
業
人
口

の

此

率
が

大
き
い

こ

と
､

肖

一

〇

〇

-
九

九

九

人
の

中

規
模
の

従

業

者
此
重

が

極
端
に

低
く

て
一

〇

1
一

九
人

と
一

〇
人

未
満
の

規
模

の

比

重

が

大
き
い

こ

と
､

㈲

企

業
規
模
別
の

貸
金

格
差
が

き

わ
.

め

て

大
き
い

こ

と

を

挙
げ
て

､

上

の

｢

二

重

構
造
の

解

消
を
.
は

か

る

こ

と
+

を

『

完
全

雇
用
』

と

名
づ

け
て

い

る

が
､

こ

の

よ

う
に

｢

二

重

構
造
の

解
消
を
は

か

る
+

こ

と

は

言

う

ま
で

も

な

く
完
全

ヽ

ヽ

雇
用

そ

の

も
ゐ

で

は

な

く

て

完

全
雇
用
政

策
で

あ
る

の

で
､

完
全

雇
用
は

か

か

る

経

済
の

二

重

構
造

が

完
全
に

解
消
さ

れ

て

そ

れ

が

ま
っ

た

く

存
在
し

な
い

雇
用

状
熊
を

意
味
し
て

い

る

と

解
す

る

外

は

な
い

｡

と
こ

ろ
が

完
全

雇

用
を

か

か

る

意
味
に

解
す
る

と
､

こ

こ

で

完

全
雇
用

と

よ

ば

れ

て

い

る

も

の

は
､

自
書
が

｢

先

進
国
に

お

い

て

ほ

失

業
者
の

比

率
が

三

%
よ

り

少
な

け

れ

ば

ほ

ぼ

完
全

雇
用

と

称

し

て

い

る
+

と

言
っ

て

い

る

場
合
の

完
全

雇
用

と

は

ま
っ

た

く

異

っ

て

い

る
｡

完
全

雇

用
L

和
訳

さ

れ

て

い

る

f

邑
e

日
p

-

○

叫

2
e

已

は

字
義
通
り

に

解
す
れ

ば

仕
事
が

充
分
で

あ

る

こ

と

を

意
味
し

て

い

る

に

す
ぎ

な
い

が
､

マ

ル

サ

ス
､

ケ

イ
ン

ズ

が

用
い

て

い

る

経

済
学
の

術
語
と

し

て

は

不

況
に

も

と
づ

く

失
業

-
一

般
に

周

期

失
業
ま

た

は
一

般
失

業
と
よ

ば
れ

て

い

る

も

の

1
が

ま
っ

た

く

存
在
⊥

な
い

で

た

だ

農
業
な

ど

に

見
ら
れ

る

仕

事
の

季
節

変
動

､

波
止

場
の

旦
屠

労
働
者
な

ど

に

見
ら

れ

る

仕
事
の

間
歓
変
動

､

技

術
､

需
要
構
造
の

変
化
に

も

と
づ

い

て

如
何

な
る

好
況

時
に

も
生

ず
る

摩
擦
失

業
と

よ

ば

れ

て

い

る

も
の

1
摩
擦
失
業
率
は

経
験

に

も
と
づ

い

て
一

般
に

五

%

と

見
ら

れ

で

い

る

が
､

自
書
が

｢

先

進
国
に

お

い

て

は

失
業
者
の

比

率
が

三

%

よ

り

少
な

け

れ

ば

ほ

ぼ

完
全

雇
用

と

称
し
て

い

る
+

と

言
っ

て

い

る

場

合
の

三

%
の

失

業

率
は

､

ペ

グ
エ

リ

ア

ヂ

が

か

れ

の

著
書

､

『

自
由

社

会
に

お

け

る

完
全
雇
用
』

の

中
で

､

完
全

雇

用
下

で

労
働
市
場
の

組
織
化

､

産

業
立
地

の

統
制
に

よ
っ

て

達
成
し

ょ

う

と

し
た

目

標
の

失
業
率
で

あ
る

-
だ

け
が

存
在
し

て

い

る

雇
用

状
態
で

あ

る

の

で
､

二

重

横
倉
が

あ
っ

て

も

な

く
て

も

存
在
す
る

雇

用

状
態
で

あ

る
｡

そ
の

上

に

完
全
雇
用

を

白
書
が

用
い

て

い

る

ま
っ

た

く

特

異
な

意
味
に

解
す
る

と

し
て

も
､

二

重

構
造
の

標
識
と

し

て

挙
げ

ら

れ

+
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経 済 の 二 重構 造 の 実 態

第 1 表 業主 ･ 家族従業者 ･ 雇用者 の 比 率

実 数 ( 4 人) l .比 率 ( % )

着用雇数一業 主 ! 家族従業者l 雇 用 者 【 捻 数】 業 主 庫族従業者稔

0
(

V6

4 1

3 3

3 6

曲

別

6 8

9

一
h

リ

尺
U

1

6

0
J

7

6

･4
一

】
h

U

1

2

3

2

n

フ
ー

2

一り
一

l

00

00

00

00

00

00

00

1 9
,
9 2 4

1 3
,
5 0 8

1 0
,
4 2 4

1 2
,
1 3 9

1 も 06 2

2 3
,
63 8

1 0
,
2 6 7

1 1
,
3 0 6

1 2
,
9 7 3

1 2
,
2 4白

1 0
,
4 与9

9
,
4 1 6

8
,
4 5 4

6
,
3 9 9

8
,
2 1 6

9
,
2 1 6

9
,
8 1 7

2 9
,
3 4 0

3 2
,
2 3 0

2 8
,
1 2 9

3 3
,
3 2 8

3 5
,
6 2 5

4 3
,
7 1 9

鼻糞原人を 含め な い 場合

年

年

年

午

年

年

年

和昭

紬

8 2

鵜

飢

8 5

乱

2 ･

2 9 ･

2 3 ･

-

7

1 6

1 5

1 4

鎚

00

0 0

00

00

00

2 0
,
4 9 9

4 9
,
29 4

6
,
83 4

1 6
,
6 3 1

1 3
,
3 9 1

4

1 1

0 4

旭

一

l

1

3

2 2
,
与7 8

6 0
,
0 3 7

8
,
1 3 9

2 2
,
0 7 4

2 0
,
与2 0

国

国

独

独

スン
一

フ

英

米

東

西

フ

註 フ ラ ン ス で は 家族 従業者の 内薫主の 妻l工業主l こ他の 者l土雇用 者に算 入 され て い る .

わ が 国の 昭和 6 年の 国勢調査 では 従業者が 雇主 ･ 単独 ･ 使用 人に 分祝 され て い た .

て

い

る

個
々

の

も
の

が

如

何
な

る

数

値
に

な
る

と
､

二

重

構
造
が

ま
っ

た

く

解
消
し
て

完
全

雇
用
の

状
態
に

達
す
を

こ

と
に

か

る

の

か

が

明

示
さ

れ

て

い

な
い

の

で
､

自

書
で

経

済
の

二

重

構
造
が

指

摘
さ

れ

て

か

ら
一

〇

年
余
り

経
過

し

た

今
日

の

わ
が

国
に

も

同

様

に

二

重

構
造
が

存
在
し

て

い

る

か

ま

た

は

い

な
い

か

を

判
定
す
る

こ

と
が

で

き
な
い

｡

そ

こ

で

こ

こ

で

は

自
書
が

経
済
の

二

重

構
造

の

標
識
と

し
て

挙
げ
て

い

る

個
々

の

も
の

に

つ

い

て
､

そ

れ

が

行

な
っ

て

い

る

よ

う
に

国

際
此

較
す
る

こ

と

に

す
る

｡

そ

こ

で

ま

ず
経

済
の

二

重

構
造
の

標

識
の

一

つ

と

し

て

挙
げ

ら

れ

て

い

る

｢

家

族
労
働
者

､

自
営
業
者
の

比

重

が

大

き

く

て

雇
用

者
の

比

重
が

小
さ

い
+

こ

と

に

つ

い

て

見
る

と
､

第
1

表
に

示

づ

れ

て

い

る

よ

う
に

､

わ

が

国
で

は

国
勢
調
査
で

今
日

の

よ

う

に

従

業
者
が

業
主

､

家
族
従

業
者

､

雇
用

者
に

分

類
さ

れ

る

よ

う

に

な
っ

た

昭

和
一

五

年
か

ら

同
三

五

年
ま
で

の

二

〇

年
の

間
に

､

従

業
者
総
数
の

中
に

占
め

て

い

る

家

族
従

業
者
の

比

率
が

三

七
･

九

%
か

ら
ニ

ー

･

六

%
に

､

自
営
業
者
す

な

わ

ち

業
主
の

そ

れ
が

二

六
･

九

%
か

ら
二

一

･

六

%

に

そ

れ

ぞ

れ

低
下

し
て

い

る

の

に

対

し
て

､

雇

用

者
の

比

率
が

三

三
･

三

%

か

ら
五

四
･

〇

%
に

高

く

な
っ

て

い

る

が
､

他
の

諸
国
で

行
な

わ

れ

て

い

る

よ

う
に

､

農

業
に

従

事
し
て

い

る

婦
人

従

業
者
を

従

業
者
総
数
か

ら

除
い

て

計
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算
す
る

と
､

昭

和
三

五

年
の

わ

が

国
で

は

家

族
従

業
者
の

従

業
者

総
数
中
に

占
め

て

い

る

比

率
が

一

二
･

三

%
､

業
主
の

そ

れ

が

二

一

･

三

%
､

雇

用
者
の

そ

れ

が

六

六
･

四

%
に

な
っ

て

い

て
､

家

族
従

業
者
の

比

率
が

英
国
の

二
･

三

%
､

米
国
の

二

･

〇
%

に

較

ぺ

て

な

お

か

な

り

高
い

こ

と
に

な
っ

て

い

る

の

に

対

し

て
､

東
独

の

二

九
･

三

%
､

西

独
の

二

三
･

九
%

に

較
ぺ

る

と

却
っ

て

非
常

に

低
い

こ

と

に

な
っ

て

い

る

と

同

時
に

､

雇
用

者
の

そ

れ

が

英
国

の

九

〇
･

七

%
､

米
国
の

八
二

･

一

%

に

較
べ

る

と

か

な

り

低
い

の

に

対

し

て
､

東
独
の

五

五

二

妄
ル

､

西
独
の

六
一

二
二

%
よ

り

や

や

高
い

こ

と

に

な
っ

て

い

る
｡

と

こ

ろ

が

こ

の

よ

う
に

わ

が

国
の

家

族

従

業
者
の
･
比

率
が

英
国

､

ヽ

ヽ

米
国
の

そ

れ

よ

り

よ

り

高
く

て

雇

用
者
の

そ

れ

が

英
国

､

米
国
の

ヽ

ヽ

そ

れ

よ

り

よ

り

低
い

の

は
､

一

部
分

は
､

そ

れ

ら
の

周
で

は

わ

が

国
と

は

異
っ

て

業
主
の

家

族
が

業
主
の

仕
事
を

手
伝

う
こ

と
に

対

し
て

報
酬
を

支

払
う
こ

と
が

広
く

行
な
わ

れ

て

い

る

た

め
で

あ
る

｡

ヽ

ヽ

と
い

う
の

は

家

族
従

業
者
は

業
主
の

仕
事
を

無
給
で

手

伝
っ

て

い

る

業
主
の

家

族
を

意
味
し

て

い

る

の

で
､

業
主
の

家

族
が

業
主
の

仕
事
を

有
給
で

手

伝
っ

て

い

る

場
合
に

は
､

か

か

る

家
族
は

家
族

従

業
者
で

は

な

く

て

雇
用

者
で

あ
る

こ

と
に

な
る

か

ち
で

あ

る
｡

け

れ

ど

も

家

族
従

業
者
の

此

率
が

英
､

米
の

そ

れ

よ

り

高
く

て

第2 表 産業 別業 主家族 従業者雇用者の 比 率

昭 和 3 各 年 昭 和 2 6 年

実 数 ( 千人) 比 率 ( % ) 比 率 ( % )

絵 数‡業 主】薫誓
徒
l 雇用者 稔 数l 業主倭誓

従
事雇用者 姶 数l 業主僅讐

従
一家用者

3

4 6

4 4

卯

7 0

7 8

糾

9 3

9 4

6 5

00

0 0

0 0

00

00

0 0

00

00

00

0 0

00

0 0

8

3

7

9

】

h

U

9

0

5

0

3

0

7

凸

U

1

-

h

U

8

-
h

U

n

∂

3

3

2
U

O

r

O

4

9

7

〔
】

ロ

こ

U

9

7

g

Ol

00

00

00

00

0 0

00

00

00

00

00

00

7 2

鵜

8 2

1 5

3 1

仙

7 7

2 8

抑

6 5

27

4 4

00

1 0

6

00

00

4 1

1 0

2 3

1 7

0

g 1

8

1 8

1

幽

8 3

9 9

4

5

0 3

▲
▲

l

l

2 7
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7 6

3 7

乃

辿

1 0

8 6

3 0

1 6

2 7

(

ぺ
Ul葉

菜

葉

菜

業

兼

業

葉

菜

業

務

産

設
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鳩

餓

郡
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製
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( 1 1 ) 経 済 の 二 重構 造 の 実 態

ヽ

ヽ

雇
用

者
の

そ

れ

が

よ

り

低
い

こ

と

は
､

自

書
が

経
済
の

二

重

構
造

の

も

う
一

つ

の

標
識
と

し
て

挙
げ

て

い

る

｢

農

業
人

口

の

比

率
の

大
き
い
+

こ

と
に

も

大
き

く
も

と
づ

い

て

い

る
｡

と
い

う
の

は

農

業
が

諸

産
業
の

中
で

家

族

従

業
者
の

比

率
が

も
っ

と

も

高
い

産

業

で

あ

る

だ

け
で

は

な

く
て

､

ま
た

農
業
に

従

事
し

て

い

る

家

族

従

業
者
の

数
が

全

産

業
に

徒

事
し
て

い

る

家

族
従

業
者
絵
数
の

大

部

分
を

構
成

し

て

い

る

か

ら
で

あ

る
｡

第
2

.
表
に

示
さ

れ

て

い

る

よ

う
に

､

従

業
者

総
数
の

中
に

占
め
て

い

る

家

族

従

業
者
数
の

比

率

が

昭

和
三

五

年
に

は

農
業
で

四

四
･

一

%
､

林
業
で

二

〇
･

九
%

､

水

産
業
で

三
一

･

〇
%

､

鉱

業
で

一

･

〇

%
､

建
設
業
で

一

〇
･

八

%
､

製
造

業
で

五
･

九
%

､

卸
小

売
で

一

九
･

四

%
､

金

融
保

険
業

､

運

輸
通

信
業
で

一

･

六

%
､

サ

ー

ビ

ス

業
で

九
･

六

%
､

公

務
で

〇
･

〇

%
に

な
っ

て

い

て

農
業
で

も
っ

と

も

高
い

こ

と

が

示
さ

れ

て

い

る

だ

け
で

は

な
い

｡

農
業
に

従

事
し
て

い

る

家
族
従

業
者
が

同
年
の

全

産
業
の

家

族

従

業
者
総
数

一

〇
､

四
五

九

千

人

の

七

六
･

〇

%
を

占
め

て

い

る
｡

そ

れ

に

対
し

て

従

業
者
総
数
の

中
に

占
め
て

い

る

雇
用

者
数
の

比

率
は

農
業
で

七
･

八

%
､

林
業
で

五

六

二
二

%
､

水

産
業
で

四

一

･

七

%
､

鉱
業
で

九
五
･

九
%

､

建
設

業
で

七

八
･

九

%
､

製

造

業
で

八
五

･

九

%
､

卸
小

売
で

五

三
･

〇

%
､

金

融
保

険
業
で

九
三

･

五

%
､

運

輸
通

信

業
で

七

三
･

〇

%
､

サ

ー

ビ

ス

業
で

九

六
･

〇

%
､

公

務
で

一

〇

〇
･

〇

%
､

に

な
っ

て

い

て

公

務
､

サ

ー

ビ

ス

業
､

鉱
業

､

金

融
保
険
業

､

製
造

業
､

建
設

業
､

運
輸
通

信
業

､

林
業

､

卸
小

売
業

､

水

産
業

､

農
業
の

順
に

低
く

な
っ

て

い

る

が
､

全

産
業
の

雇
用

者
総
数
中

に

占
め

て

い

る

各

産
業
の

雇

用
者
数
の

占
め
て

い

る

比

率
は

製
造

業
の

そ

れ

が
一

三
･

五

%
で

､

こ

れ

に

建
設

業
の

そ

れ

を

加
え

て

も
二

三
･

〇
%

に

す
ぎ

な
い

｡

そ

こ

で

農
業
人

口

の

比

率
が

低
下
し

て

そ

れ

に

代
っ

て

製
造

業
､

建
設
業
と

同
時
に

卸
小

売
業

､

金

融
保
険
業

､

運

輸
通

信
業

､

サ

ー

ビ

ス

業
､

公

務
に

従

事
す
る

人
口

の

比

率
が

高
く
な

る

と
､

従

業
者
稔
数
中
に

占
め

て

い

る

家

族
従

業
者
数
の

比

率
が

低
下
し

て

そ

れ

に

代
っ

て

雇
用
者
の

そ

れ

が

高

く

な

る

と
い

う
こ

と

に

な

る
｡

と
こ

ろ
が

こ

の

従

業
者

捻
数
中
に

占
め
て

い

る

家

族

従

業
者
数

､

雇
用
者
数
の

比

率
を

大
き

く

決
定
し

て

い

る

農
林
水

産
業
人
口

の

比

率
を

見
る

と
､

第
3

表
に

示

さ

れ

て

い

る

よ

う
に

､

そ

れ

は
一

八

七
二

年
(

明

治
五

年
)

の

七

六
･

四

%

か

ら
一

九

四

〇

年
(

昭

和

一

五

年
)

の

二

八
･

六

%

に

ま

で

低
下

し

て
､

今
次

大
戦
後
の

一

九
五

〇

年
(

昭

和
二

五

年
)

に

三

二

･

六

%

ま
で

高
く

な
っ

た

後
に

一

九

六

〇

年
(

昭

和
三

五

年
)

に

ほ
一

五
･

三

%
､

一

九

六

七

年

J J
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第 3 表 農林水産人 口 の 比率
( 農業帝人を含ま ない )
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第4 表 製造業規模別従業者数

西

一合 計

千人 i %

豊
子工業

千人

昭和3 7 年

工 業

千人 1 %

米 国

昭和3 3 年

%千人

英 国

昭和3 3 年

%千人

日 本

昭 和 3 2 年

修正 数

千人 事 %

実 数

千人 l %

盈模別
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朗
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】
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1
,
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1
,
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-
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,
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,
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,
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,
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ハ
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T■
9
】

ハ

U
-
h

U計 f 6
, 叫 1 00 ･ 0

(

昭

和
四

二

年
)

に

は
一

〇
･

一

%
に

な
っ

て

い

て
､

J 2

一

九
五

〇

年
に

は

た

し

か

に

自
書
が

述
べ

て

い

る

よ

ぅ
に

｢

イ

タ

リ

ア

な

み
+

で

あ
っ

た
が

､

今
日

で

は

一

九
五

一

年
の

Ⅰ
食
料
の

ほ

と
ん

ど

す
べ

て

を

外

国
か

ら

輸
入

し

て

い

る

1
英
国
の

四
･

五

%
よ

り

は

な

お

い

く

ら

か

高
い

に

し
て

も
､

一

九
五

〇

年
の

米
国
の

一

一

二
ハ

%
､

食
料
を

多
く

輸
入

し
て

い

る

ド

イ

ツ

の

一

一

･

八
よ

り
や

や

低
い

こ

と

に

な
っ

て

い

る
｡

三

そ

れ

か

ら

白
書
が

経
済
の

二

重

構
造
の

さ

ら
に

一

っ

の

標
識
と

し
て

挙
げ

て

い

る

｢

一

〇

〇

-
九

九

人

の

中
規
模
や

此
重

が

極
端
に

低
く

一

〇

-
九

九

人
の

小

規
模
お

よ

び
一

〇
以

下
の

極
小
お

よ

び

零
細
規
模

の

比
重

が

大

き
い
+

こ

と

に

つ

い

て

言
え

ば
､

第
4

表
に

示

さ

れ

て

い

る

よ

う
に

､

従

業
者
稔
数
中
に

占

め

て

い

る

当

該
規

模
の

経

営
に

従

事
し
て

い

る

従

業

者
数
の

比

率
が

､

従

業
者
数

一

〇

〇

〇

人

以
上

の

経

営
で

は
､

英
国
で

三

四
･

六

%
､

米
国
で

三

〇
･

五



( 1 3 ) 経 済 の 二 重 構造 の 実 態

%
､

西

独
で

五
一

･

八

%
､

わ

が

国
で

二

四
･

七

%
､

従

業
者
数

一

〇

〇

-
九

九

九
人
の

経
営
で

は

英
国
で

四

五
･

一

%
､

米
国
で

三

二
･

五

%
､

西
独
で

三

〇
･

九
%

に

な
っ

て

い

て
､

従

業
者
数

一

〇

〇

〇

人

以
上

の

経
営
で

は

英
国
と

西

独
と
の

そ

れ

が

も
っ

と

も

高
く
て

米
国
の

そ

れ

が

そ

れ

ら
の

国
の

五

分
の

三
､

わ
が

国
の

そ

れ

は

二

分
の

一

に

達
し

て

い

な
い

｡

従

業
者
数

一

〇

〇

-
九

九

九

人
の

経
営
で

も

英
国
の

そ

れ

が

も
っ

と

も

高
く

て

米
国

､

西

独
の

そ

れ

は

英
国
の

そ

れ

の

約
三

分
の

二

で

わ

が

国
の

そ

れ

ほ

二

分
の

一

に

達
し
て

い

な
い

｡

･
そ

れ

に

反
し

て

従

業
者
数

一

〇

-
九

九

人

の

経

営
で

は
､

そ

れ

が

英
国
で

一

八
･

一

%
､

米
国
で

二

三
･

四

%
､

西

独
で

一

八
･

八

%
､

わ

が

国
で

三

六
･

四

%
､

従

業
者
数

一

-
九
人
の

経

営
で

は
､

そ

れ

が

英
国
で

二

二
一

%
､

米
国
で

三
･

六

%
､

西

独

で

二

･

一

%
､

日

本
で

一

五
･

六

%

に

な
っ

て

い

て
､

従

業
者
数

一

つ

1
九

九

人
の

経
営
で

は

英
国
と

西

独
と
の

そ

れ

が

も
っ

と

も

低
く

て

米
国
の

そ

れ

は

そ

れ

ら
の

国
の

そ

れ

の
一

･

三

倍
､

わ

が

国
の

そ

れ

ほ

ほ

ぼ

二

倍
に

な
っ

て

い

る
｡

従

業
者
数

一

-
九

人
の

零
細
経
営
で

も

英
国
と

西

独

と
の

そ

れ

が

も
っ

と

も

低

く
て

米
国
の

そ

れ

は

こ

れ

ら
の

国
の

一

･

八

倍
､

わ

が

国
の

そ

れ

は

七
･

八

倍
に

も

達
し

て

い

て
､

わ
が

国
で

ほ

従

業
者
数

一

〇
入

来
満
の

経
営
で

働
い

て

い

る

従

業
数
の

此

率
が

こ

れ

ら
の

国
の

そ

ヽ

ヽ

れ

よ

り

著
し

く

よ

り

高
い

こ

と

を

示

し
て

い

る
｡

け

れ

ど

も
こ

れ

ら
の

統
計
数
字
に

も

と
づ

い

て
､

わ

が

国
で

は

こ

れ

ら
の

国
に

較
ぺ

て

従

業
者
数

一

〇

人

未
満
の

零
細
経
営
に

働

い

て

い

る

従

業
者
数
の

従

業
者
級
数
中
に

占
め
て

い

る

比

率
が

実

ヽ

ヽ

際
に

著
し

く

よ

り

高
い

､

と

は

た

だ

ち
に

結
論
す
る

こ

と

が

で

き

な
い

｡

と
い

う
の

は

製
造

業
の

経
営
の

す
ぺ

て

を

統
計
の

中

に

含

め

て

い

る

わ

が

国
の

工

業
統
計
と
は

臭
っ

て
､

西

独
の

工

業
統
計

の

瘍
合
の

よ

う
に

､

手
工

業
に

つ

い

て

の

統
計
が

工

業
統
計
か

ら

除
外
さ

れ

て

い

る

こ

と
が

あ
る

と

同

時
に

､

右
に

挙
げ
た

諸

国
で

は

す
べ

て
､

雇
用

者
を

雇
っ

て

い

な
い

経
営
が

す
べ

て

統
計
か

ら

除
外
さ

れ

て

い

る

か

ら

で

あ
る

｡

そ

こ

で

雇
用
者
を

雇
っ

て

い

な

い

経
営
を

す
べ

て

わ

が

国
の

工

業
統
計
か

ら

除
外
し
て

計
算
す
る

と
､

従

業
者
数

一

〇
入

来
満
の

経

営
の

製
造

業
経
営
総
数
中
に

占

め
て

い

る

比

率
が

英
国
で

三

七
･

四

%
､

米
国
で

五

二
･

四

%
､

西

独
で

四

四
･

五

%
､

手
工

業
を

含
め

る

と

八
五

･

五

%
で

あ
る

の

に

対

し
て

､

わ

が

国
で

は

そ

れ

が

四

四
･

三

%
で

あ
る

こ

と
に

ヽ

ヽ

な
っ

て
､

英
国
を

措
け
ば

､

米
国

､

西

独
で

よ

り

よ

り

低
い

こ

と

に

な
る

と

同
時
芯

､

第
4

表
の

修
正

数
が

示

し
て

い

渇

よ

う
に

､

従

業
者
総
数

中
に

占
め

て

い

る

従

業

者
数

一

〇

入

来
満
の

従

業
者

数
の

此

率
も

､

同

様
に

西

独
で

二
･

一

%
､

手
工

業
を

含
め
る

と

1 3
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第 5 表 製造業規模別賃金

従 業 数
別 規 模

実 額 ( 千円) 此率 (1 0 0 人以上 = 1 0 0 )

3 蜂f 2 時1 3 畔l 3 叫 3 叫 甜 午l 胡 年f 4 1年 3 吋3 嘩l 3叫 37年1 3 畔l 3 時†胡年l 41 年

00

幻

7 1

鋳

一

一

l00

8 2

m

6 6

鵜

…

空

l㈹

8 1

7 0

6 4

5 9

m

聖

00

8 1

6 9

6 3

6 3

凱

一

l00

7 9

6 7

飢

6 2

4 0

100

7 6

糾

6 7

4 8

3 7

10 0

7 5

6 0

5 2

也

3 3

00

7 3

6 9

帥

42

弛

l6 1 7

5 1 2

岨

3 9 8

:

5 6 1

4 6 1

4 0 1

3 6 3

3 2 5

些

6 1 1

4 1 3

3 与9

3 2 8

3 0 2

1 6 6

一

4 6 3

納

3 1 9

脚

2 4 6

些

9 2

9 9

00

幻

8 9

也

1 0 0 0 人以 上

以)0 - 9 9 9 人

1 0 0- 4 9 9人

8 0 - g 9人

1 0- 2 9人

4- 9人

資料 通商産 業省『工業統計表』

証 ア ン ダ
ー

ライ ン が あ る数字は 1- 9 人の 平均 数 .

第 6 表 製造業規模別職 員数職 員給与額 率

年間給与支給額 ( 千円)人 貞

朋 労働者 l 職 員 桓貞此率( % )朋 労働者 】職 員一機 触 率( % )
従業者数別規模

1
,
0 8 7

1 0
,
2 1 6

2 2
,
78 7

1 6
,
7 0 7

2 0
,
0 4 9

2 5
,
0 0 3

2 2
,
4 4 6

1 3
,
9 0 2

1 5
,
7 5 4

2 1
,
2 5 6

1 5 5
,
5 1 0

1 2
,
8 8 6

占も7 8 5

9 0
,
1 4 0

6 9
,
8 7 9

6 g
,
7 6 6

8 6
,
4 2 8

7 1
,
0 6 8

4 2
,
8 6 4

4 S
,
1 6 4

8 1
,
5 1 2

4 5 3
,
糾 0

.

n

1 6

1 6

1 7

1 与

1 8

加

2 0

2 3

2 3

6
,
07 3

丘4
,
丘2 与

1 1 3
,
1 0 9

7 占
,
1 4 5

8も 3 0 7

g 9
,
42 7

7 9
,
占1 7

47
,
02 6

4 9
,
47 7

6 1
,
9 1 8

3 6 l
,
2 1 0

1 1 7
,
1 7 3

4 8 2
,
S 6 4

7 3 0
,
2 7 2

44 古
,
昭 7

49 2
,
0 3 3

8 6 6
,
6 3 0

4 1 8
,
6 0 7

2 3 2
,
6 0 6

2 3 8
,
0 5 9

2 6 9
,
3 8 6

1
,
6 1 8

,
2 0 4

1- 3 人

4- g 人

1 0 - 1 9 人

2 0 - 29 人

3 0- 4 g 人

6 0- 99 人

1 0 0 - 1 9 9 人

2 0 0 - 2 9 9 人

3 0 0 - 49 9 人

6 0 0 - 9 9 9 人

1 0 00 人以上

資料 中小企 業庁 昭和三 十二 年 『中小企業総合基本調査』.

一

七
･

〇

%
､

英
国
で

二
･

二

%
､

米
国
で

三
･

出

六

%
で

あ
る

の

に

対

し
て

わ

が

国
で

は

二

･

三

%

で

あ

る

こ

と
に

な
る

｡

な

お

最
後
に

､

日

本
経

済
の

二

重

構
造
の

標
識

の

さ

ら
に

一

つ

の

も
の

と

し
て

挙
げ
て

い

る

｢

企

業
規

模
別
の

賃
金

較
差

が

き

わ

め

て

大
き
い

こ

と
+

に

つ

い

て

言
え

ば
､

第
5

真
に

示
さ

れ

て

い

る

よ

う
に

､

従

業
者
数

一

〇

〇

〇

人
以

上

の

経
営

の

貸
金

を
一

〇

〇

ど

す
る

と
､

自
書
が

挙
げ
て

い

る

従

業
者
数

一

〇

1
二

九

人
の

経
営
の

そ

れ

が

昭

和
三

四

年
に

四
二

､

三

五

年
に

四

四
､

三

六

年
に

四

八
､

三

七

年
に

五

二
､

三

八

年
に

五

三
､

三

九

年
に

五

九
､

四

〇

年
に

五

八
､

従

業
者
数
五

〇

-

九
九

人
の
.
経

営
の

そ

れ

が

三

四

年
に

四

二
､

三

五

年
に

四

四
､

三

六

年
に

四

八
､

三

七

年
に

五

二
､

三

八

年
に

六
三

､

三

九

年
に

六

四
､

四

〇

年
に

九

五
､

四
一

年
に

六
五

に

な
っ

て

い

て
､

経
営
規
模

別
の

賃
金
較
差
が

次

第
に

少
く

な
っ

て

ほ

い

る

が
､

そ

れ

で

も

従

業

者
数

一

〇

〇

〇
人

以

上
の

経
営
の

賃
金
を

一

〇
〇

と

す

る

と
､

従

業
者
数
五

〇

-
九



( 15 ) 経済 の 二 重構 造 の 実 鰻

九
人
の

経

営
の

そ

れ

が

米
国
で

七

四
､

西
独
で

八

六

で

あ

る

の

に

較
ぺ

る

と
､

わ
が

国
の

経
営
規
模
の

貸
金
較
差
は

こ

れ

ら
の

国
の

ヽ

ヽ

そ

れ

よ

り

依
然
ど

し
て

よ

り

大
き
い

と

言
わ

れ

て

い

る
｡

け

れ

ど

も

右
に

挙
げ
た

わ

が

国
の

経
営
規
模
別
の

賃
金
の

較
差

は
､

第
6

表
に

示
さ

れ

て

い

る

よ

う
に

､

経

営
の

規
模
が

大

き

く

な
る

の

に

つ

れ

て

労
働
者
総
数
中
に

占
め

る

そ

れ

の

比

率
が

大

き

く
な
っ

て

い

て

労
務
者
の

貸
金
の

男
子

は
一

･

五

八

倍
､

女
子

は

一

･

四
三

倍
の

給
料
を

得
て

い

る

職
員
の

給
料
を

賃
金
の

中
に

含

め
て

算
出
し
た

場
合
の

そ

れ

で
､

給
料
で

ほ

な

く
て

賃
金

を

得
て

い

る

労
務
者
の

賃
金
だ

け
に

つ

い

て

見
る

と
､

経
営
規
模
別
の

賃

金
の

較
差
は

け
っ

し
て

こ

れ

ほ

ど

大
き

く

は

な
い

｡

第
7

表
に

示

さ

れ

て

い

る

よ

う
に

､

従

業
者
数

一

〇

〇

〇

人

以

上
の

経
営
の

貸

金
を

一

〇

〇
と

す
る

と
､

従

業
者
数

一

〇

-
二

九

人
の

経
営
の

そ

れ

が
､

女

子

労
務
者
の

場
合
に

は
､

■
昭

和
三

三

年
に

六

八
､

三

六

年
に

八
一

､

三

七

年
に

も

八
一

､

三

八

年
に

八

六
､

男
子

労
務
者

の

場
合
に

は
､

昭

和
三

三

年
に

五

五
､

五

六

年
に

六
五

､

三

七

年

に

七

〇
､

三

八

年
に

七

四
､

四
一

年
に

八

二

従

業
者
数
三

〇

-

九

九

人
の

経
営
の

そ

れ

が
､

女

子

労
務

者
の

場
合
に

は
､

三

三

年

に

七
二

､

三

六

年
に

八

六
､

三

七

年
に

八

四
､

三

八

年
に

は

八

七
､

男
子

労
務
者
の

場
合
に

は
､

三

三

年
に

六

六
､

三

六

年
に

七

二

第 7 表 製造業企業規模性別賃金 ( 昭和 2 9 - 4 1 年)

.比 率 (1 00 0 人以上 = 1 0 0)笑 顔 ( 円)

3 8年1 4 1 年2 9 年l 3 3 年 1 3 6 年 1 3 7 年41 年年83年73年
丘
U3年33年9

9
一

従業者数
別規模

男 子 労 務 者

00

8 6

鮒

m

m

l00

朗

76

n

縫

l00

81

7 5

62

5 与

00

8 3

7 5

6 0

朗

l3 9
,
7(氾

3 4
,
40 0

3 2
,
5 0 0

3 2
,
5 0 0

3 2
,
20 0

3 0
,
63 2

2 5
,
4 4 9

2 4
,
6 5 3

2 3
,
2 9 8

2 2
,
6 0 1

2 8
,
7 9 7

2 4
,
5 5 4

2 2
,
3 3 (;

2 0
,
5 4 3

2 0
,
6 3 6

2 6
,
46 1

2 1
,
6 1 与

1 9
,
6 9 6

1 8
,
6 6 0

1 7
,
1 5 4

22
,
48 9

1 8
,
2 6 1

1 5
,
7 5 7

1 3
,
9 1 5

1 2
,
3 8 8

1 9
,
1 7 9

1 6
,
8 5 5

1 4
,
2 6 4

1 2
,
1 6 7

1 0
,
3 0 2

1 0 (対人以上

5 0 0 - 9 9 9 人

1 0 0 - 4 9 9 人

3 0 - 9 9 人

1 0 - 2 9 人

者務女 子 労

00

氾

鍋

8 7

8 6

100

鮎

9 1

糾

8 1

100

9 3

8 9

8 6

8 1

100

8 1

7 5

7 2

6 8

11 3
,
7 3 0

1 2
,
6 8 6

1 2
,
6 5 4

1 2
,
0 6 1

1 1
,
6 9 5

け

一

点
U

9

2

8

-

h

U

1

9

9

9

月
U

O

4

【

U

2

q
】

〈リ
ー

1

0

0

1

1

1

1

1

一

t

9

6

4

8

6 0

6 7

舶

1 7

舶

0

9

9

9

8

17 2

也

7 9

4 3

9 3

3 4

鮨

糾

6 2

2 0

出

帆

臥

肌

臥

帆

一9

4

9

2

川

棚

笠
ル

ー

資料 労働省 ｢ 個人別貸金調査+
2 9 年 4 月 ｢ 貸金構造其本調査+ 3 3 年 4 月 ｢賃金実態総合調査+ 3 6 年

4 月｢貸 金構 造基本統 計調査+ 3 9 年 4 月 4 1 年4 月 .

J ∂
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第 8 表 製 造業企業 規模別性別年 齢貸金 ( 昭和 3 8 年)

実 額 ( 円)

3 4 - 3 9 歳【4 0- 4 9 歳】6 0- 5 9歳l 6 0歳 以上1 8 歳未満】1S- 1 9 歳l 2 0 - 2 鳩l 2 6- 2 6歳J 3 0一弘 歳

従業者数
別規模

男 子 労 務 者

2 8
,
0 4 7

2 4
,
0 2 6

2 5
,
9 7 4

2 2
,
6 与0

2 0
,
8 n

4 5
,
7 9 3

3 5
,
3 9 0

3 1
, 9 5 2

2 6
,
9 0 2

2 4
,
0 4 0

4も与72

3 8
,
0 3 1

3 3
, 3 4 0

2 9
,
8 9 9

2 8
,
6 4 0

3 9
,
4 6 3

3 3
,
4 占1

3 2
,
9 3 7

2 8
,
6 8 3

2 6
,
9 2 0

3 3
,
5 6 0

3 0
,
4 2 0

3 0
,
8 2 7

2 9
,
0 0 0

2 6
,
紬 3

2 5
,
糾 2

2 4
,
4 0 3

2 (‡
,
1 1 7

2 6
,
2 3 6

2 5
,
1 3 8

2 0
,
1 9 4

1 9
,
0 1 4

2 0
,
2 与0

2 1
,
糾 5

2 0
,
与2 3

1 5
,
4 6 9

Ⅰ4
,
8 8 3

1 5
,
4 32

1 6
,
2 0 4

1 5
,
9 8 0

1 0
,
6 3 1

1! ,
0 7 7

1 1
,
0 (i3

1 1
,
7 g 7

1 1
,
3 83

女 子 労 務 者

1 0
,
8 0 0

1 0
,
3 2 3

1 2
,
8 9 9

1 1
,
4 S O

l O , 4 1 ら

2 0
,
1 3 2

1 6
,
2 8 1

1 3
,
5 S 9

1 2
,
8(沌

1 1
, 6 8 9

1 8
,
9 6 3

1 5
,
5 7 6

1 3
,
8 5 7

1 2
,
4 6 3

1 1
,
8 6 5

2 0
,
4(;8

1 5
,
1 3 2

1 3
,
7 1 5

1 1
,
8 4 0

1 2
,
0 4 7

1 9
,
8 5 4

1 6
,
3 1 2

1 3
,
4 4 4

1 2
,
0 2 7

1 1
,
2 2 与

1 6
,
7 6 5

1 4
,
6 8 7

1 3
,
8 6 3

1 2
,
4 1 6

1 2
,
1 0 7

1 3
,
g 2 4

1 3
,
3 6 8

1 3
,
3 0 1

1 2
,
70 5

1 2
,
$ 2 4

1 2
,
1 与3

1 1
,
6 9 2

1 2
,
1 1 4

1 1
,
7 0 1

1 1
,
7 7 6

1 0
,
3 2 6

9
,
7 0 2

1 0
,
1 5 3

1 0
,
1 1 6

9
,
8 4 8

革 (1 0 0 0 人以上 = 1 0 0)

子 労 務 者

比

男

1 0 0 . 0

93 . 9

99 . 9

86 . 6

7 5 . 9

1() 0 . 0

7 7
. 0

6 9 . 7

6 8
. 9

5 2
. 2

00

糾

8 3

7 2

6 3

100

8 0

0 0

帖

01

O

1

0

り
】

A
】

00

姻

00

05

0 6

1

1

1

1

00

0 4

似

1 1

06

者務労子女

00

9 5

1 9

0 6

9 6

1 0 0
･ P

7 6
.
5

6 8 . 0

6 4
.
0

5 8 . 5

00

組

7 2

駆

6 2

100

舛

6 7

6 0

5 9

00

錨

8 1

7 3

7 0

00

p 7

00

9 7

9 7

1

1

1 00 0人以上

5 00 一9 9 9人

1(氾- 4 9 9 人

3 0- 9 9 人

1 0 - 2 9 人

1 0 (氾人以上

与0 0 - 9 9 ∈l人

1 00 ー4 g 9 人

3 0 - 9 9 人

1 0 - 2 9 人

址

臥

臥

払

臥

似

0 0- 9

仙

糾

1 M

一

一
一

1

5

1

址

臥

臥

仏

紙

晰

…

…

糾

.〇■2

一
一
一

l

E
U

l

資料 労働省 ｢ 特定条件貸金調査+ 昭和 3 8 年 4 月

三

七

年
に

七

〇
､

三

八

年
に

七

六
､

四
一

畑

年
に

八
一

に

な
っ

て

い

て
､

従

業
者
数

一

〇

〇
〇

人

以

上
の

経
営
と

従

業
者
数
三

〇

入

来
満
の

経
営
と
の

間
の

賃
金
の

較
差
が

ヽ

ヽ

西

独
の

そ

れ

よ

り
よ

り

大
き
い

が
､

米
国

ヽ

ヽ

の

そ

れ

よ

り
は

よ

り

小

さ

く

な
っ

て

い

る
｡

そ

の

上

に

経
営
規
模
別
の

賃
金

較
差
の

大

き
さ

は

年
齢
別
に

臭
っ

て

い

る
｡

第
8

表
に

示
ざ

れ

て

い

る

よ

う
に

､

従

業
者
数

一

〇

〇

〇
人

以

上
の

経

営
の

賃
金

を
一

〇

〇
･

〇
と

す
る

と
､

従

業
者
数

一

〇

1
二

九

人
の

経
営
の

そ

れ

は
､

男
子

労
務

者
の

場
合
に

は
､

一

八

歳
未

満
で

一

〇

六
･

四
､

一

八

-
一

九

歳
で

一

〇

六
･

四
､

二

〇

1

二

四

歳
で

一

〇
一

･

四
､

三

五

-
二

九

歳

で

九
八

･

四
､

三

〇

-
三

四

歳
で

八

〇
･

九
､

三

五

-
三

九

歳
で

六
三
･

〇
､

四

〇

-
四

九

歳
で

六

四
ト

○
､

五

〇

-
五

九

歳

で

五

二
･

二
､

六

〇

歳
以

上
で

七
五
･

九
､

女

子

労
務
者
の

場
合
に

は
､

一

八

歳
未
満
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で

九
五
･

一

､

一

八

-
一

九
で

九

七

二
一

､

二

〇

-
二

四

で

八

九
･

九
､

二

五

-
二

九
で

七

〇
･

六
､

三

〇

-
三

四
で

五

九
･

〇
､

三

五

-
三

九
で

六

〇
･

〇
､

四

〇

-
四

九

で

六
二
･

六
､

五

〇

-
五

九
で

五

八
･

五
､

六

〇
以

上

で

九

六
･

三
､

男
子

労
務
者
の

場
合

に

は
､

一

八

未
満
で

一

〇
六

･

四
､

一

八

-
一

九
で

も
一

〇
六

･

四
､

二

〇

-
二

四
で

一

〇
一

･

四
､

二

五

-
二

九

で

九

八
･

四
､

三

〇
-
三

四
で

八

〇
･

九
､

三

五

-
三

九
で

六

三
･

〇
､

四

〇

-

四

九
で

六

四
･

〇
､

五

〇
-
五

九
で

五

二
･

二
､

六

〇

以

上
で

七

五
･

九
､

従

業
者
数
三

〇

-
九

九
人
の

経
営
の

そ

れ

は
､

女

子

労

務
者
の

場
合
に

は
､

一

八

未
満
で

九
八

･

五
､

一

八

-
一

九
で

九

七
･

四
､

二

〇

1
二

四
で

九
一

･

〇
､

二

五

-
二

九

で

七
三
･

〇
､

三

〇

1
三

四

で

六

〇
･

〇
､

三

五

-
三

九
で

五

九
･

〇
､

四

〇

-

四

九

で

六

五

二
一

､

五

〇

1
五

九
で

六

四
一

〇
､

六

〇

以

上
で

は

一

〇
六

･

五
､

男
子
の

湯
合
に

は
､

一

八

未
満
で

一

一

一

･

三
､

一

八

-
一

九
で

ほ
一

〇
五
･

二
､

二

〇

-
二

四

で

も
一

〇

五
･

二
､

二

五

-
二

九
で

一

〇
一

･

二

三

〇

1
三

四

で

八

三
･

九
､

四

〇

-
四

九
で

六

七
･

〇
､

五

〇

1
五

九
で

六

四
･

〇
､

六

〇

以

上
で

八

六
･

六
に

な
っ

て

い

て
､

男
子

労
務
者
の

場
合

に

は

二

九

歳
ま

で

ほ

従

業

者
数

一

〇

-
九

九

人
の

経
営
の

貸
金

の

方

が

従

業
者
数

ヽ

ヽ

一

〇
.
〇
〇

人

以

上
の

鮭
営
の

そ

れ

よ

り

よ

り

高
い

こ

と

を

描
け

ば
､

第9 表 製造業規模別事業者就 労率住込労務者率

労 務 者

住込労務者

実 数 l %

稔 数

事 業 主

事務だけ に従 事事務 と労務 とに従 事

実 数 l %実 数 1 %

総 数

4 8
,
9 1 2

1 4 8
,
0 7 9

1 5 9
,
8 4 0

7 1
,
5 7 2

6 0
,
2 4 g

4 3
,
1 3 0

2 5
,
2 8 3

9
,
9 5 8

1 2
,
1 7 3

1 2
,
7 7 4

3も 1 7 1

1 1 2
,
1 0(さ

4 2 8
,
3 3 9

6 1 7
,
1(;3

さ6 9
,
8 9 2

4 0 7
,
7 2 6

4 6 1
,
1 0 3

3 3 9
,
O g O

1 8 5
,
4 8 0

1 8 8
,
5 6 0

2 0 7
,
4 6 7

1 1 6 6
,
9 9 4

2 0
,
0 0 9

1 5
,
3 6 1

1 も9 4 6

7
,
2 1 3

6
,
7 0 5

1 7 2
,
g 3 8

8 3
,
7 6 9

4 0
,
9 $ 5

1 0
,
8 0 6

6
,
7 4 4

1 9 2
,
9 48

1 0 1
,
92 1

5 8
,
4 3 8

1 9
,
2 0 6

1 2
,
4 4 9

1 - 3 人
.

4- 9 人

1 0 - 1 9 人

乏0- 29 人

3 0- 4 9 人

6 0- 99 人

1 0 0- 19 9人

2(カー29 9人

3 00 - 49 9人

5( 氾- 9 9 9人

1 00 0人以上

資料 中小企 業庁 昭和三十 二年 『中小企薫絵合基本調査』.
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一 橋論叢 第六 十巷 第 一 号 ( 1 8 )

一

般
に

賃
金

の

規
模
別

殴
差
は

年
齢
の

高
く
な
■
る

の

に

つ

れ

て
､

男
子

労
務
者
の

場
合
に

ほ

五

〇
-
五

九

歳
ま

で
､

女
子

労
務
者
の

場
合
に

は

三

〇
-
三

九

歳
ま
で

大
き

く

な
っ

て

そ

れ

か

ら

小

さ

く

な
っ

で

い

る

こ

と

が

示

さ

れ
て

い

る

が
､

こ

の

こ

と

は

明
か

に

今

日

の

米
､

英
､

西
独

な

ど
の

諸

国
と

臭
っ

て

わ

が

国
で

は

と

く

に

大
企
業
で

､

ゾ
ム

バ

ル

ト

が

『

扶
養
貸
金
』

と

名
づ

け

て

い

る

貸

金

思
想
に

も

と
づ

い

て

い

ま
だ

に

い

わ

ゆ

る

『

年
軌
序
列

賃
金
』

の

制
度
が

広
く

行
な

わ

れ

て

い

る

結
果
で

あ

る
｡

そ

こ

で

か

つ

て

英
､

西
独

な

ど
の

諸

国
で

行
な
わ

れ

た

よ

う
に

､

ま

た

わ

が

国
で

も

最
近

次

第
に

行
な

わ

れ

て

い

る

よ

う
に

､

扶
養
貸
金
の

思

想
に

も

と
づ

い

た

年
功
序

列

貸
金

. の

原

則
に

代
っ

て

ゾ
ム

パ

ル

ト

が

『

業
績
賃
金
』

と

名
づ

け
て

い

る

資
金

思

想
に

も

と
づ

い

て

.『

同

一

労
働
同

一

貸
金
』

の

原
肝
が

一

般
に

行
な

わ

れ

る

こ

と

に

な

る

と
､

か

か

る

年
齢
別
の

経
営
観
模
別

貸
金

較
差
も

小

さ

く

な
る

こ

と

に

な

る

と

考
え

ら
れ

る
｡

な
お

従

業
者
数

一

〇
人

未
満
の

経
営
の

賃
金
に

つ

い

て

は
､

第

9

表
に

示
さ

れ

て

い

る

よ

う
に

､

事
業
主
の

ほ

と
ん

ど

す
べ

て

が

｢

事
務
と

労
務
と

に

従

事
+

し
て

い

る

か

ま

た

は

｢

事
務
だ

け
に

従

事
+

し
て

い

る

の

で

貸
金

､

給
料
を

労
働
に

対

す
る

報
酬
の

意

味
に

解
す
れ

ば
､

こ

れ

ら
の

事
業
主
の

ほ

と
ん

ど

す
べ

て

が

か

れ

ら
の

労
働
に

対
し

て

貸
金

､

給
料
を

得
る

は

ず
で

あ

る

の

に
､

実

際
に

は

か

れ

ら
の

労
働
所

得
が

事
業
所
待
と

し
て

見
ら

れ

貸
金

､

給
料
と

見
ら

れ

て

い

な
い

こ

と
､

労
務
者
の

中
の

非
常
に

多
く
の

者
が

住
込
労
働
者
で

あ

る

の

で
､

昭

和
三

二

年
の

『

中
小

企

業
総

合
基
本
調

査
』

の

結

果
報
告
書
が

指
摘
し
て

い

る

よ

う
に

､

多
く

の

場
合
に

｢

食
費
を

差
引
い

た

額
が

貸
金

と

し

て

報
告

さ

れ

て

い

る
+

こ

と

を

考
慮
し

な

く
て

は

な

ら
な
い

｡

(

福
岡
大

学
数

授
)
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