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計

軸

日

本
経
済
の

再
評
価

(

1
)

-
国

際
比

較
分

析

第
三

部

一

こ

の

論
文
の

目

的

こ

の

論
文
の

目

的

は
､

福
祉
発
展
段
階
説
に

照

ら

し
て

､

日

本

経

済
の

現
状
を

再

検
討

･

再
評

価
す
る

こ

と

に

あ

る
｡

福
祉
国

家
あ

る

い

は

福
祉
第

一

主

義
的

経
済
(

以

下
こ

の

二

つ

の

言
葉
を

同

義
に

用
い

る
)

と

い

え

ば
､

日

本
で

は
､

西

欧

型

福
祉

国

家
だ

け
に

議
論
の

視

野
を

狭
く

限

定
し

､

そ

れ

と

日

本
と
の

違
い

を

見
つ

け

出
し

た

上

で
､

そ

の

違
い

を

専
ら
日

本
の

｢

お

く
れ
+

な
い

し

｢

歪
み
+

と
い

う
視

角
か

ら

だ

け

論
ず
る

､

と
い

う
思

考

様
式
が

､

か

な
り

広
く

普
及

し
て

い

る
｡

私
は

､

こ

の

よ

う

な

思

考
様
式
の

枠
を

脱
却
し

た

い

と

思
っ

て

い

る
｡

そ

の

た

め

に
､

ま

ず

福
祉
第

一

主

義
的
経

済
の

特
徴
を

､

従

来
の

議
論
よ

り

も

広
く

坂

本

二

郎

定

義
す
る

こ

と

を

試
み

る
｡

広
く

定

義
し

直
さ

れ

た

福
祉
第

一

主

義
的

経
済
は

､

生

産
力

第
一

主

義
的

経
済
の

後
継
者
で

あ

り

批

判

者
で

あ

る

が
､

前
の

も
の

と

同

様
に

､

そ

れ

自
ら

生

成
･

発
展

･

消

滅
の

内
的
発
展
過

程
を

た

ど

る

も
の

と

考
え
る

｡

そ
こ

で
､

次

に
､

私

は
､

福
祉
第

一

主

義
的

経
済
の

発

展

段
階

説

を

用

意

す

る
｡

従

来
､

わ

れ

わ

れ

は
､

生

産
力
の

観
点
か

ら
い

ろ
い

ろ
の

経

済
発
展
段
階
説
を

用
意
し

､

そ

れ

に

よ
っ

て

日

本

経

済
の

現

段
階

を

規
定

す
る

こ

と
が

多
か

っ

た

が
､

私
は

､

こ

こ

で

は

思
い

切
っ

て

議
論
の

焦
点

を

生

産
力

的

視
点
か

ら

福

祉

的

視

点

に

移
し

て

(

と

い

っ

て

も

生

産
力
の

水

準
を

あ

る

程
度
前

提

し
て

い

る

が
)

､

福

祉

だ

け
に

脚
光
を

浴
せ

た

経
済
発
展
段
階
説
を

構
想
し

た

い

と

思
っ

て

い

る
｡
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福
祉
発

展
段
階

説
を

用

意
す

る

際
に

､

私

は
､

こ

の

論

文

で

は
､

ロ

ス

ト

ウ

の

｢

技
術
的

成

熟

期
+

や

｢

高

度

大

衆

消

費

時

代
+

(

ま

た

は

福
祉

国

家

時
代

1
･

私
の

よ

り

も

狭
い

意

味
)

と
い

う
概

念
と

対
比

し
っ

つ
､

異
同

を

明

ら
か

に

し
､

し

か

も

計
量
的
に

段

階
の

目

付

け

を

劃
す

る

た

め
の

苦
千
の

試
み

を

も

行
な
い

た

い

と

思
っ

て

い

る
｡

こ

れ

が
､

こ

の

論
文
の

ね

ら
い

で

あ

る
｡

(

1
)

こ

の

論
文

は
､

同
じ

題
目

で

前
に

書
い

た
二

つ

の

論
文
の

続

篇

を

な

す

も
の

で

あ
る

｡

第
一

論
文

｢

日

本

経

済
の

再

評

価
･

ト
国

際

比

較
分

析

第
一

部
+

『

一

橋

論
叢
』

昭

和
三

六

年

十
一

月

号
｡

第
二

論
文

｢

日

本

経

済
の

再

評

価

-
国

際

比

較

分

析

第
二

部
+

『

一

橋
論
叢
』

昭

和
三

七

年

十
二

月

号
｡

な
お

､

こ

の

論
文
は

､

私
が

別

に

書
い

た

次
の

二

つ

の

論

文
を

基

礎
に

し

て
い

る
｡

第
三

論

文

｢

ロ

ス

ト

ウ

の

『

経

済
成

長
の

諸

段

階
』

に

つ

い

て

の

基

本
文

献
解

題
+

『

一

橋

論

叢
』

昭

和
三

六

年
十

月

号
｡

第
四

論
文

｢

工

業
化
の

形

態

学

的
比

較
分

析
+

一

橋
大

学

『

経

済

学
研

究
』

第
七

号
｡

二

福
祉
の

よ

り

広
い

定

義

福
祉
国

家
と
い

う

言

葉
は

､

広
狭
種
々

様
々

の

定

義
が

可

能
な

言
葉
で

あ

り
､

一

種
の

｢

何
で

も

入
れ
+

で

あ

る

針

鼠
で

は
､

西

欧
の

先

進
諸

国
の

経

済
を

指
し

て

い

う

時
に

用

閃

い
､

ロ

ス

ト

ウ

の

経

済
発
展
段
階
の

｢

技
術

的

成

熟
期
+

を

越
え

て

お

り
､

一

人

当
り

所

得
水
準

･

消

費

水

準

が

高
く

､

完

全

雇

用
､

恐

慌
の

回

避
､

不

平
等
の

緩
和
(

こ

の

三

つ

は

資
本

主

義

の

三

大

害
悪

と
い

わ

れ

て

い

た

も
の

を

あ

る

森

慶

治

療

す
る

こ

と

を

意

味

す

る
)

､

社

会
保
障
の

充
実

､

社
会
的
消
費
水

準
(

道

路
･

上

下

水

道
･

公

園
･

住

宅
･

そ

の

他
)

の

向

上

等
に

つ

と
め

､

そ

し

て
､

西

欧

的

な

意
味
で

の

民

主
主

義
的
政

治
装

置
と
ウ
ェ

イ
･

オ

ブ

エ
フ

イ

フ

と

し
て

の

民

主

主

義
を

尊
重

す
る

､

と
い

っ

た

諸

特
徴
を

包

括

的

に

も
っ

て

い

る

経
済
を

､

福
祉
国
家
と
い

う

場
合
が

多
い

｡

無
論

､

こ

れ

に

類
す
る

も
の

で
､

い

ろ
い

ろ

な

変
型

を

考
え
る

こ

と

も

出
来
る

｡

が
､

私
は

､

こ

こ

で

は
､

福
祉
と
い

う
言

葉
を

､

西

欧
型
の

そ

れ

か

ら

解
放
し

て
､

も
っ

と

広
く

定

義
す
る

こ

と

に

し

た

い
｡

ウ
ニ

ル

フ

ェ

ア

と

は
､

文
字
通

り

訳
せ

ば
､

ウ
エ

ル

は
､

人

間

の

意
志
に

そ
っ

て

よ

く
い

っ

て

い

る

と

い

う
こ

と
､

フ

ェ

ア

は

暮

し

と
い

う
こ

と

で

あ

る

か

ら
､

つ

ま

り

ウ
ニ

ル

フ

ェ

ア

は

人

間
に

と
っ

て

の

よ

き

生

活
と

い

う
こ

と
に

ほ

か

な
ら

な
い

｡

人

間
に

と
っ

て

よ

き

生

活
と
い

う

言

葉
は

､

物
心

両

面
で

豊
か

な

生

酒
､

幸
福
な
生

活
､

グ

ッ

ド
･

ラ

イ

フ
､

健
康
に

し
て

文

化

サ
､

叫

碑
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ム

一
計

一

】

軸

的
な

生

活
､

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

を

実
現
し

た

生

活
と
い

っ

た

言

葉

の

す
べ

て

の

含
蓄
を

含
み

う
る

も
の

で

あ

る
｡

私

は

出

発
点
に

お

い

て

は
､

こ

れ

ら
の

言

葉
と

ウ
エ

ル

フ

ェ

ア

七

を

同

義
的
な

も

の

と

し
て

理

解
し

て

お

く
こ

と

に

す
る

｡

し
か

し
､

こ

の

よ

う
な

広
い

定

義
は

､

今
後
の

議
論
の

た

め

の

基
礎
的

な

土

台
を
し
っ

か

り

か

た

め
る

の

に

は

役

立

つ

と

し

て

も
､

土

台
だ

け
で

は

わ

れ

わ

れ

の

議

論
は

有
用

性
が

乏

し
い

｡

そ

こ

で
､

私
は

､

も

う
一

歩
進
ん

で
､

こ

れ

ら

の

含
蓄
を

経
済

学
的

な

道
具
で

と

り

扱
え

る

よ

う

な

も
の

に

翻

訳

し
､

限

定

す
る

こ

と

に

つ

と

め
ね

ば

な
ら

ぬ
｡

つ

ま

り
､

常
識

を

洗
練
化
し

■
て

､

知
識
を

道
具

化

す
る

こ

と

が
､

分

析
の

第
一

歩
と

し
て

必

要
な

の

で

あ

る
｡

物
心

両

面
で

豊
か

な

生

活
､

幸
福
な

生

活
､

健
康
に

し
て

文
化

的
な

生

活
､

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

を

実

現

し

た

生

活
､

つ

ま
り

人

間

に

と
っ

て

よ

き

生

活

を

送
る

た

め

に

は
､

ど

ん

な

条
件
が

必

要
で

あ

る

か
､

を

ま

ず
自
分
の

心

に

問
う
て

み

ょ

う
｡

一

つ

だ

け
で

は

な
く

幾
つ

か

の

条
件
が

複
合

的
に

整

え

ら

れ

ね

ば

な

ら
ぬ

､

と

ま

ず
思
う

｡

し
か

も
､

そ

の

多
く
の

条

件
は

､

み

な

同

じ
ウ
ェ

イ

ト

で

問
題
に

な
る

の

で

は

な

く
､

並
べ

て

み

る

と
､

そ

こ

に

自
ら

順

位
と
い

う
も

の

が

あ
る

こ

と

に

も

気
付

く
■｡

▲

ノ
ー

九
+
り
一

一

r
F

私

は
､

こ

の

二

つ

の

基

本
的
事
実
を

踏
ま

え

た

上
で

､

人

間
に

と
っ

て

よ

き

生

活
を
も

た

ら

す
た

め
に

必

要
な

条
件
と

し

て

は
､

次
の

九
つ

が

あ
る

と
い

う

結
論
に

達
し

た
｡

第
一

条

件

第
二

条

件

第
三

条
件

第
四

条

件

こ

と
｡

第
五

条

件

第
六

条

件

第
七

条

件

る

こ

と
｡

第
八

条
件

第
九

条
件

死

な

な
い

で

生
き

て

い

る

こ

と
｡

病
気
に

か

か

ら

な
い

こ

と
｡

飢

え

に

苦
し

ま
な
い

こ

と
｡

安
定

し

た

働
き
口

が

あ

り
､

収

入
が

ふ

え
て

行
く

近

代

文

明
の

恩
恵
に

浴

す
る

こ

と
｡

政

治

的

圧

政
が

な

く

自

由
が

あ

る

こ

と
｡

文

化

的

洗

練
度
の

高
い

個
性

的
な

趣
味

を

も

ち

う

た

え

ず
自

分

を

向
上

さ

せ

る

こ

と
｡

他

人
の

役
に

立
つ

仕
事
に

､

献
身
し

う
る

こ

と
｡

こ

の

九
つ

の

条
件
は

､

前
の

も

の

ほ

ど

人

間
に

と
っ

て

生

理

的

｢

必

要
度
+

が

強
い

も
の

で

あ

り
､

逆
に

彼
の

も
の

ほ

ど
人

間
の

人

間
ら

し
い

姿
､

つ

ま

り

｢

文

化

度
+

が

高
い

も
の

で

あ

る

と

い

え
る

｡

そ

の

こ

と

か

ら
こ

の

九
つ

の

条
件
を

三

つ

ず
つ

三

つ

の

グ

ル

ー

プ

に

再

分
脈

耕

す

る

こ

と

が

可

能
と

な

る
｡

第
一

か

ら

第
三

ま
で

は

第
一

グ

ル

ー

プ

で
､

最
も

基
礎
的
な

欲

椚
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(
1

止

t
l
l

1
-
t

t
-

望
に

関
す
る

条

件
で

あ

り
､

第
四

か

ら

第
六

ま
で

は

第
二

グ

ル

ー

プ

で
､

第
二

次

的

な

基

礎
的

欲
望

に

関

す

る

条
件
で

あ

り
､

第
七

か

ら

第
九
ま
で

は

第
一

二

グ

ル

ー

プ

で
､

人

間

と

し
て

最
高

級
の

欲

望
に

関
す
る

条

件
で

あ

る
｡

ア

ダ
ム

･

ス
､

､

､

ス

の

い

わ

ゆ

る

必

需

品
･

便
宜

品
･

快
適
晶
と
い

う
欲
望
の

三

段

階
区

分
に

も

は

ぼ

対

応
し
て

い

る
｡

第
一

グ

ル

ー

プ

は

必

需
的

福

祉
条
件

､

第
二

グ

ル

ー

プ

は

便
宜

的

福
祉
条
件

､

第
三

グ

ル

ー

プ

は

文

化

的

福
祉
条
件

と

も
い

え
よ

う
｡

こ

こ

で

私
は

､

こ

の

三

つ

の

グ

ル

ー

プ

の

区

別
に

関

連
し
て

､

同

じ

福

祉
第
一
主

義
的

経
済
と

い

っ

て

も
､

そ

こ

に

は
､

三

つ

の

発
展
段
階
が

劃
さ

れ

う
る

こ

と

を

注

意
し

た

い
｡

第
一

グ

ル

ー

プ

の

三

つ

の

条

件
の

改

善
に

主

と

し

て

つ

と

め
る

の

は
､

第
一

段
階

で

あ

り
､

第
二

グ

ル

ー

プ

の

三

つ

の

条
件
の

改

善
に

主
と

し

て

つ

と

め
る

の

は
､

第
二

段
階
で

あ

り
､

第
三

グ

ル

ー

プ

の

改

善
に

主

と

し
て

つ

と

め
る

の

は
､

第
三

段
階
で

あ
る

｡

福
祉
国

家
に

つ

い

て

い

え

ば
､

第
一
段
階
は

､

福
祉
国

家
へ

の

過

渡
期
な
い

し

先

行

条
件
整

備
期
で

あ

り
､

第
二

段

階
に

な
っ

て
､

西

欧

先

進
諸

国

で

は

西

欧

型

福
祉
国

家
の

本
格

的
な

発
展
が

始
ま
っ

た
｡

が
､

西

欧

先

進
諸

国
は

､

現

在
な

お

第
二

段

階
(

便

宜

的

福

祉
段

階
)

に

止

ま
っ

て

お

り
､

ま

だ

第
三

段

階
の

福

祉

国

家
(

文

化

的

福
祉

段

階
)

に

向
っ

て

の

大
い

な
る

飛

躍
に

成

功
し

て

7 4
β

ロ

い

な
い

｡

経

済
学

者
は

､

昔
か

ら

政

治
や

道
徳
や

さ

ら

に

人

生
の

大

問
題

を

数
字

に

表
現

す
る

こ

と

に

職
業
的
興

味
を

も

ち
､

い

ろ
い

ろ
の

エ

夫
を

こ

ら

し
て

来
た

｡

私
は

､

こ

こ

で

右
の

九
つ

の

条

件
の

中

の

第
一

か

ら

第
六
ま

で

に

つ

い

て
､

長
期
国

際
比

較
を

試
み

る
べ

く
､

そ

れ

ら
を

統
計
数

字
で

表
わ

す
の

に

好
都
合

な

代
用

的

諸
基

準

を

用
い

た

い
｡

第
一
条
件
は

平
均
寿

命
､

第
二

条
件
は

乳
児
死
亡

率
､

第
三

条

件
は

エ

ン

ゲ

ル

係

数
､

第
四

条
件
は

実
質
賃
金

､

第
五

条
件
は

文

盲
率
と

都
市

人

口

比

率
､

第
六

条
件
は

有
権
者

人
口

比

重

と

製
造

業
労
働
時
間

､

こ

れ
.

で

あ
る

｡

こ

の

よ

う
に

､

基

準

を

選
ん

で

し

ま

う
と

､

六
つ

の

条
件
の

各
々

が

常
識
と

し
て

も
っ

て

い

た

広
く

深
い

含
蓄
の

多
く
が

失
わ

れ

て

し

ま

う
｡

量
的
に

表

現

出
来
る

も

の

は

重

要
な

問
題
の

一

部
分
で

し
か

な
い

と
い

う
こ

と

を
､

銘
記

せ

ね

ば

な

ら
ぬ

｡

が
､

し

か

し
､

わ

れ

わ

れ

は
､

多
く
の

も
の

を

失

う

代
り

に
､

数
字
が

示

す
若
干
の

興

味
深
い

共
通

性
を

確
保
す

る

こ

と

が

出
来
る

の

で

あ
る

｡

三

ロ

ス

ト

ウ

の

｢

技
術
的
成
熟
期
+

と
の

対

比

♯

ヰ

蝉
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抄

一

般

的
な

意
味
で

い

え
ば

､

よ

き

生

活
の

た

め
の

改
善
の

努
力

は
､

無

論
､

人

類
と

共
に

ふ

る

い
｡

が
､

福
祉

第
一

主

義
的
経

済

と

い

う
の

は
､

人

類
の

永
い

歴
史
の

中
で

､

ご

く

最
近
の

こ

と
で

あ
る

｡

工

業
化
の

約
二

〇

〇

年
の

歴
史
の

中
で

見
て

も
､

最
も

広

義
に

考
え
て

も
､

イ

ギ

リ

ス

で

こ

こ
一

〇

〇

年
間

､

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

で

こ

こ

五

〇

年
間
の

出
来
事
で

あ

る

に

す
ぎ

な
い

｡

無
論

､

現

在

ま

だ

発
展
期
に

あ
る

の

で
､

終
末
の

時
期
は

分

ら

な
い

｡

福
祉
第

一

主

義

的
経

済
が

生

成

す
る

た

め

に

は
､

経

済
的
条

件

の

み

な

ら

ず
､

社

会
的

･

政

治

的
そ

の

他

数
多
く
の

条
件
の

複
合

的
作
用
が

必

要
で

あ

る
｡

が
､

こ

こ

で

は
､

経
済
的
な

諸

条
件
の

中
で

､

特
に

重

要
な
も

の

と

し

て

ま

ず
､

生

産
力
が

あ

る

水
準
を

越
え

て

い

る

と
い

う
こ

と
を

､

第
一

の

特

徴
と

し

て

指

摘
し

た

ヽ

0

.

.∨

第
二

の

特

徴
は

､

経

済
の

成
長
を

は

か

る

た

め
の

三

つ

の

基
本

指
標
た

る

人
口

､

生

産
力

､

福
祉
の

中
で

､

人
口

や

生

産
力

に

代

っ

て

福
祉
の

成
長
率
が

一

番
高
く

な

る

時
期
に

入
っ

て

行
く
と

い

ト

フ

こ

と
で

あ

る
｡

こ

の

二

つ

の

特
徴
を

踏
ま

え
て

､

わ

れ

わ

れ

の

福
祉

第
一

主

義

的
経
済
の

発
展
段
階
の

量
的

測
定

ほ
､

生

産
力

･

福
祉
の

諸

指

標

の

｢

水

準
+

の

高
さ

と
､

福
祉
の

諸

指
標
の

｢

成

長
率
+

の

動
き

と
い

う
二

つ

の

面
で

､

同

時
に

行
な

わ

れ

ね

ば

な

ら

な

く
な

る
｡

し

か

し
二

つ

の

面

を

統
合

し
て

一

本
の

発

展
段
階
説

を

作
り
上

げ

る

ま
で

に

は
､

私
の

研

究
は

ま
だ

至
っ

て

い

な
い

｡

水

準
と

成
長
率
と

い

う
二

つ

の

面
で

福
祉
第

一

主

義
的
経

済
の

｢

第
一

段
階
+

の

始
発
点

を

確
定

す
る

と
い

う

際
に

､

私
は

､

ロ

ス

ト

ウ

の

｢

技
術

的
成
熟
期
+

と
い

う

概
念

と

の

異

同

に

つ

い

て
､

述
べ

て

お

い

た

方
が

よ

い

と

思

う
｡

ロ

ス

ト

ウ

の

｢

技
術
的

成
熟
期
+

と
い

う
概
念
も

､

生

産
力
の

一

定
の

水

準
と

そ

れ

以

後
工

業
生

産
に

代
っ

て

福
祉
的
な

も
の

の

成

長
率
が

高
く

な
る

と
い

う
成

長
率
の

屈
折
と
の

両

方
に

ふ

れ

て

定

義
さ

れ

て

い

る

点
で

､

私
と

共
通

し
て

い

る
｡

た

だ
､

ロ

ス

ト

ヽ

ヽ

り

の

｢

技
術
的
成
熟
期
+

の

場
合

､

生

産
技
術
の

一

定

水

準
の

方

に

よ

り

多
く

重

点

が

か

か

っ

て

お

り
､

私
の

い

う

福
祉
第

一

主

義

的
経

済
の

｢

第
一

段
階
+

の

場
合

､

前
節
で

見
た

よ

き

生

活
の

た

め
の

九
つ

の

条
件
の

中
の

前
の

三

つ

の

も
の

､

す
な
わ

ち
必

需
的

条
件
の

著
し
い

改

善
の

始
ま

り

と
い

う
と
こ

ろ
に

ょ

り

多
く

重

点

を

お

い

て

い

る

た

め
に

か

な

り

時
期
が

前
に

ず
れ

､

そ

し
て

私
は

一

定

時
点

で

は

な

く

約
二

〇

年
位
の

ゾ

ー

ン

で

も
っ

て

段
階
の

出

発

点

を

劃
す
る

と

い

う
点

も

違
っ

て

い

る
｡

尺

J

ロ

ス

ト

ウ

も
､

近

代
的

軽
済
成

長
(

エ

巽

北

と

同

義

語
)

の

段
階

仰
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推
移
を

は

か

る

基
準
と

し
て

､

か

な
り

多
く
の

も

の

を
(

明

示

的

に

あ
る

い

は

暗
然
の

中

に
)

併
用

し

て

い

た
｡

す

な

わ

ち
､

(

1
)

技
術

水

準
､

(

2
)

経
済
圏
の

広
さ

､

(

3
)

貯
蓄

率
･

投
資
率

､

(

4
)

第
一

次
･

第
二

次
･

第
三

次
産

業
の

人
口
･

所
得
構
成

､

(

5
)

主

導
部
門
の

変

換
､

■
6
)

消

費
性
向
を

含
む

諸

性
向

の

変
化

､

(

7
)

社

会
的

流

動

性
､

(

8
)

価

値

体

系
(

時

代

棉

神
)

の

変
化

等
々

で

あ

る
｡

従
っ

て

ロ

ス

ト

ウ

の

い

う

｢

技
術
的

成
熟
期
+

と

は
､

自

律
的

成

長
へ

の

離

陸
期
を

了

え

て

蕎
進
を

続
け

た

経

済
が

多
く
の

国

に

お

い

て

約
四

〇

年
後
に

到
達

す
る
一

定
の

発

展
段
階
で

あ

る
｡

そ

の

特
徴
は

､

第
一

に
､

社

会

的

技
術
が

成

熟
に

達
し

､

国

民

大

衆

の

生
理

的
必

需
品

を
一

応
満
た

し
て

な
お

生

産

力
に

か

な

り
の

余

力
が

生

ず
る

こ

と
で

あ
る

｡

従
っ

て

こ

の

余
力

を

対

外

進
出

､

労

働
時
間
減
少

､

社

会
保
障
の

充

実
､

平
均
的
消

費
水

準
の

向
上

と

い

う
四

つ

の

目

標
の

何
れ

か

に

配
分

す
る

と
い

う

き
わ

め

て

重

要

な

選
択

に

直
面

す
る

時
期
で

あ

る
｡

第
二

に
､

ふ

る

い

主

導

部

門

に

代
っ

て

新
し
い

主

導
部
門
が

出
て

来
る

｡

第
三

に
､

生

産
力

第

一

主

義
に

伴
う
成

長
一

本
槍
の

考
え

方
に

反

省
が

生

じ
､

そ

れ

を

背

景
と

し
て

経
済
指
導
者
が

交

替
す
る

｡

こ

れ

が
､

ロ

ス

ト

ウ

の

｢

技
術
的

成

熟
期
+

に

つ

い

て

の

説

明
の

主

要

な

内

容
で

あ

る
｡

そ

し
て

､

ロ

ス

ト

ウ

は
､

イ

ギ

リ

ス

は
一

八

五

〇

牛
､

フ

ラ

ン

彷月
リ

ス

､

ア

メ

リ

カ
､

ド

イ

ツ

は
一

九
一

〇

年
､

ス

ウ
ェ

ー

デ
ン

は
一

九
三

〇

年
､

日

本
は

一

九

四

〇

年
､

ソ

連

は
一

九

六

〇

年

頃
､

｢

技
術

的
成

熟
期
+

に

達
し

た
､

と

判
定

し
た

｡

こ

れ

は

非
常
に

示

唆
的
で

応

用

範
囲
も

広
い

議
論
で

あ

る

が
､

し
か

し

統
計
数
字

で

各
回
の

目

付
け

を

確

定

す
る

と
い

う

仕
事
を

､

ロ

ス

ト

ウ

は
､

書
物
の

中
に

は

発
表
し

て

い

な
い

｡

私
は

そ

れ

を

試
み

る
｡

四

第
一

段
階
の

判
定

福
祉

第
一
主

義
的

経

済
の

｢

第
一
段
階
+

を

｢

水

準
+

の

高
さ

の

面

で

示

す

基

準
と

し
て

､

私
は

､

次
の

よ

う
な

も
の

を
あ

げ
た

い
｡

ま

ず
生

産
力
の

一
定
の

｢

水

準
+

を

示

す
も
の

と
し

て
､

次

の

二

つ

を

あ

げ
る

｡

第
一

基
準

第
一
次

･

第
二

次
･

第
三

次

産
業
人

口

比

重
が

お

の

お

の

約
三

三

%

に

な
る

こ

と
｡

第
二

基
準

工

業
の

中

で

の

重

化

学
工

業
化

比

率
が

約

五

〇

%

に

な
る

こ

と
｡

次
に

､

福
祉
に

関

す
る
一

定

の

｢

水

準
+

を

示

す

も

の

と

し

て
､

次
の

七

つ

を

あ

げ
る

｡

第
三

基

準

平

均

寿

命
が

男
女

平
均
約
五

〇

歳
に

な
る

こ

と
｡

♯

_

増･
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址

研

-

桝
山

億

址

研

N

糾

億

細
山

…

耶

億

址

研

与

…

阿
仙

傾

沸
小

帥
億

lL ▲

研
か

仙

即

儲

淑
N

桝
億

心

研

加

山

師

億

並
研

や

山

師

償

淑
-

浮
加

冊

油
>
ロ

ー
汀

償
い

レ

故

山
阿

き
い

憮
H
山
椚

き
い

拝

聴
L

岩
治

り

璃
蕗
拙
奇

L

岩

弥

鵬
r

穎

讃

n

倣
-

い

○

>

ト

ヾ

七
＼

T

森
澤

設
～
い

○

紙

料
疎

山

骨

皆
じ

治
り

戟
功

>
口

汚
山

償

い

○

"
恥

劫
苗
軸
>
□

巨

像

-

○

治
"

腰
掛

鵜
山

国

埠
一

撃

昂
コ

出

筈

昂
コ

出

並
研

-

山

師
一

億

舗
N

仙

即

席

並
研

い

山

師

儀

址
研

ヰ

桝
仙

償

却
小

桝

儲

潔
か

山
附

仙

僧

都
¶

触
…

磯

部
∞

帥

債

夢
>

薄
命
掃
巧

-

ヽ

愚

詠

伯

仲
い

甘
･

加

冊

津

別
ヒ

い

償
巧

-

ヽ

昂
､

計

H
鵜
埠

塵
粋
触

冊

序

熟

知
償
瓦

芳
詠

血
.

出
い

>
口

熱

和
食
覿

ル

苛
.

升

山

武

〔
傭
{

押

→

曽

鮎
き
い

昂
払

瑞

蕗
拙

+

奇
妙

掛

軸
き

騒
善
い

【

毎
払

培

重
昂

召
{

甲
.｢
叫

寄

算

き

悪
覚
芸

野
井

油

滴
山

岬

紗
寄

叫

芳

冨
卜

判

霊

夢
昂

払

蛍
-

8
淋

野

ゆ
蓮
如

仰

ロ

メ

丁

寸

8
山

林

書
芸

熟
潜
遊
山

8

童

袖

瀬
茸

寸

ご

斗

≠

Y

カ

ネ

淋
地
『

倖
顎
8

髄
鞘
』

.

*

叫

沸
-

鮒

淑
-

恕
寿
8

｢

薄
儀
+

市
汁

か

蒜
藩

州

丁

空
知

)
､

ゝ

亡

払

ヾ

叫

ヾ

カ

｢

ヽ

ヾ

ー

∞

N

0

1
､い
○

-

¢

○

山

-

∞

¶

○

-

加

ひ

○

-

∞

山

山

-

加

∞

?
(
¢

○

-

∞

か

○

ー

¢

O
u

-

り
}

○

-

¢

○

山
､

(
-

○

-

心
-

○

-

∞

加
山

-

∞

∞

0

1
1

∞

い

ー

∞

∞

0

1
1

心

○

ー

¢

}

○

-

¢
-

○

-

¢
-

○

-

∞
心

0

1
1

-

¢
0

0

-

∞

¢

○

ー

加

¢

○

､

l

-

¢

0

0

ー

¢

0

0

､

(

-

○

-

¢

レ

u

-

¢

-

0

1
1

-

い

ー

∞

ぃ

ぃ

l
l

か

○

-

¢

0

0

言
い

･

ヱ

ー

¢

N

い
､

(

山

○

-

加

∞

0

1
t

∞

山

ー

¢

N

O

-

¢

0

0

ミ
亡

ユ
皿

且

れ

ヾ

)

冊

一

心
N

O

ー

¢
山

○
､

(
阜

○

-

¢
-

O

i
･
-

∽

-

¢

-

○

ー

Ⅶ

山

○

▲～
u

山

-

¢

い

ひ

ー

¢

阜

○

-

¢

い

0

1
･山
u

-

¢

-

○

-

¢
レ

0

1
い

ぃ

-

Ⅶ
N

〇

.1
N

山

-

¢

N

0

1
1

い

○

ー

¢

牟

O

i
中

山

一

心

レ

○

■i
山

ひ

報
叩

N

鮒

部
-

転
付

需
岬

8

｢

良

知
食
+

不

汁

か

蒜
山

姐

ー

∞

∽

○

■i
¢

○

-

∞

加

O

i
心

○

-

∞

か

○

-

∞

加

○

-

∞

N

山

-

¢

0

0

-

∞

u

O

←

00

¢

○

-

¢
-

い

ー

00

∞

○

-

加

ひ

つ

ー

∞

り

○

ー

¢
N

O

-

∞
心

○

-

加
∞

○

-

¢

0

0

-

∞

∞

ウ

ー

¢

レ

○

-

¢

-

○

-

∞

払

ぃ

-

心

0

〇

.～
】

○

-

∝

∝

○

-

払

∞

C

ー

¢

ト

〇

.1
N

C

ト

∞

り

0

1
1

り

○

一

書
下

喜

も
ー

且

卜

¢

0

0

-

加

心

○

-

訪

¢

○

}

∝

ひ

○

-

∞

¢

0

1
-

心
-

○

ー

¢

い

○

ー

¢

N

O

-

¢

N

O

i
い

○

-

¢

N

O

-

¢

阜

○

-

¢

N

ひ

ー

¢

い

〇

.I
牟

○

-

¢

-

○

-

¢

-

○

ー

J
い

O

i
ヰ

○

一

書

主
丁

琶

主
丁

書

左

ー

∞

u

O

ー

¢
-

〇

一

-

¢
-

○

一

心

-

〇

一

-

付

い

○

ー

¢

阜

〇

一

-

¢

か

○

u

-

亡

ヾ

･

ヽ

Ⅶ

-

ヽ

『

軒
端
鋲
囁
8

鎚
妙
寺
』

,

ヽ

九

斗

ヾ

一

＼

『

軒
発
熱
知
¢

J

8

撃
裂
』

､

巾

8
さ

匝

管

伊

中
島
｢

汁

か

㊦
.

ヤ

′▲7β
り



一 橋論叢 第 五 十
一

巻 第 六 号 ( 2 6 )

第
四

基
準

乳
児
死

亡

率
が

出
生

一

､

0

0

0
人

に

つ

き
一

三

〇

前
後
に

な
る

こ

と
｡

第
五

基
準

第
六

基

準

な

る

こ

と
｡

第
七

基
準

第
八

基
準

第
九

基

準

こ

と
｡

エ

ン

ゲ
ル

係

数
が

五

五

～

五

〇

%
に

な
る

こ

と
｡

一

五

歳
以

上

人

口

の

文

盲

率
が

約
三

〇
%

以
下

に

都
市
人

口

比

率
が

約
三

〇

%
を

こ

え

る

こ

と
｡

有
権
者
人
口

比

率
が

約
一

〇
%

を
こ

え
る

こ

と
｡

製
造

業
過

労
働

時
間
が

約
六

〇

時
間
以

内

に

な

る

率
+

の

動
き
の

面
で

示

す
基
準
を
み

ょ

う
｡

私

は
､

次
の

よ

う
な

悶じ々

も
の

を
あ

げ
た

い

と

思

う
｡

ま

ず
生

産
力
に

関
連
す
る

も
の

と

し

て

は
､

第
一

基
準

第
二

基
準

第
三

基
準

折
す
る

時
点

｡

第
四

基

準

輸
入

依
存
度
が

ピ

ー

ク

の

時
点

｡

資
本

･

産
出
高
比

率
が

㌣

-

ク

の

時
点

｡

工

業

労
働
生

産
性
の

最
高
成
長
率
が

鈍
化
し

て

屈

首
都
(

あ
る

い

は

最

大

都
市
)

人
口

の

最
高
成

長

率

こ

れ

で

あ

る
｡

参
考
の

た

め
に

､

離
陸
期
直
前
の

こ

れ

ら
の

福
祉

項
目
に

つ

い

て
､

ヨ

一

口

フ

パ

の

国
々

や

日

本
で

の

茄
大

公

約
数

的
な

数
字
の

水

準
を

示

す
と

､

平

均
寿
命
は

三

五

歳
前
後

､

乳
児

死

亡

率
は
二

〇

〇

人

前
後

､

エ

ン

ゲ

ル

係
数
は

六

〇

%

前
後

､

文

盲
率
は

六

〇
～

七

〇

%
､

都
市

人
口

は
一

〇
～
一

五

%
､

有
権
者

人
口

此

率
は

三

～

五

%

と
い

う
の

が

出
て

来
る

｡

さ

て
､

右
に

述
べ

た

九
つ

の

基
準
に

照
ら

し
て

､

ア

メ

リ

カ

と

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

の

主

要
な

国
と

日

本
と

ソ

連
と

だ

け
に

視
野
を

限
っ

て
､

福
祉

第
一

主

義
的

経
済
の

｢

第
一

段

階
+

の

目

付

け

を

見
る

と

第
1

表
の

よ

う
に

な
る

｡

目
を

転
じ
て

､

福
祉
第

一

主

義
的

経

済
の

第
一

段
階
を

｢

成

長

が

鈍

化
し

て

屈
折
す
る

時
点

｡

の

四

つ

を

あ

げ

る
｡

次
に

､

福
祉
に

関

連
す
る

も

の

と

し
て

､

第
五

基
準

第
+

ハ

基

準

第
七

基
準

第
八

基
準

占
m

｡

死

亡

率
低
下
が

加

速
化
す
る

時
点

｡

平

均
寿

命
延

長
が

加

速
化

す
る

時
点

｡

労
働
時
間
の

低
下
が

漸
次

的
に

始
ま
っ

た

時
点

｡

製
造

業
実

質
賃
金
が

漸
次

的
上

昇

に

転

じ

た

時

の

四
つ

を

あ

げ
る

｡

こ

れ

ら

の

基

準
に

照

ら

し
て

､

｢

第
一

段
階
+

の

目

付

け

を

見

る

と
､

第
2

表
の

よ

う
に

な
る

｡

私
は

､

第
1

表
と

第
2

表
と

を

合
わ

せ

考
え
て

､

目

付
け

を

確
定

す
る

｡

*

ぜ



( 2 7 ) 日 本 経 済 の 再評価

d
､

#

恥

そ

し
て

､

イ

ギ

リ

ス

は
､

一

八

七

〇

-
九

〇

年
､

ア

メ

リ

カ
､

フ

ラ

ン

ス
､

ド

イ

ツ

は
一

八

九
〇

-
一

九
一

〇

年
､

ス

ウ
ェ

ー

デ

ン

も
一

八

九

〇

1
一

九
一

〇

年
､

イ

タ

リ

ア

と

日

本
は

一

九
二

〇

-
四

〇

年
､

ソ

連
は

一

九
三

〇

-
五

〇

年
に

､

福
祉
第

一

主

義
的

経
済
の

｢

第
一

段
階
+

へ

突
入

し

た

と

判
定

す
る

｡

五

余
力
の

重

点

的
配
分
の

方

向

｢

第
一

段

階
+

に

突
入

し

た
と

い

う
こ

と

は
､

生

産
力
第

一

主

義
(

そ
の

支

柱
と

し
て

の

資
本

蓄
積
第

一

主

義
と

輸
出
第

一

主

義
)

が

修

正

さ

れ

う
る

経

済
的
余
力

可
能
性
が

あ
る

程
度
出
来
た

こ

と

を

示

唆
す
る

に

す
ぎ

な
い

｡

そ

の

経
済

的
余
力

は
､

西
欧

型
の

福
祉
国

家
や

ま
た

私
の

い

う
福
祉
第

一

主

義
的

経
済
の

｢

第
二

段
階
+

に

至
る

た

め
の

｢

必

要
条
件
+

で

は

あ
る

が

｢

必

要
に

し

て

充
分

な

条
件
+

で

は

決
し

て

な
い

｡

従
っ

て
､

政

治
的

･

社
会
的
条
件
と

の

阻
み

合
わ

せ

に

よ
っ

て
､

こ

の

経
済
的

余
力
は

実
に

様
々

の

方

向

に

ふ

り

向

け

ら

れ

う
る

の

で

あ

る
｡

イ

ギ

リ
ス

は
､

そ

の

余
力
を

も
っ

て
､

資
本

主

義
の

黄
金

時

代

を

条

し

ん

だ

し
､

ド

イ

ツ

は
､

軍
事
的
対

外

進
出
に

向
っ

た

し
､

ス

ウ
ェ

ー

デ
ン

は
い

ち

早

く

社

会
保
障
を

充

実
す
る

方

向
に

歩
み

出
し

て
､

こ

の

面

で

最
先

進
国
的

な

水

準
に

達
し

た
｡

日

本
で

は
､

労
働
組
合
の

抑
圧

､

知
識
人
へ

の

断
庄

､

民

主

政

治
の

未
成

熟
､

軍
部
の

専
横

､

さ

ら
に

ま

た

生

産
力

第
一

主

義
の

時
代
が

そ

の

胎
内
に

福
祉
第

一

主

義
を

主

導
す
る

新
し
い

エ

リ

ー

ト

を

後
継
者
と

し

て

育
て

え

な
か

っ

た

こ

と

等
の

た

め
､

最
も

不

幸
な

余
力
の

配
分
つ

ま

り

大

戦
争
に

向
っ

た
｡

た

だ
､

私

は
こ

こ

で
､

日

本

経

済
が

､

一

九

二

〇

!
四

〇

年

に
､

福
祉
第

一

主
義
的

経
済
へ

移
行

し

う
べ

き
生

産
力
の

水

準
を

も
っ

て

い

た

こ

と
､

そ

し

て

福
祉
の

必

需
的
条
件
の

高
成

長
率
の

時
代
が

始
ま
っ

て

い

た
こ

と

を

強
調
し

た

い

の

で

あ
る

｡

終
戦
後

の

日

本
経
済
は

こ

れ

を

受
け

稚
い

だ

の

で

あ
る

｡

日

本
経
済
は

､

一

九
五

二

-
三

年
頃

､

戦
前
水

準
に

復
帰
し

た

と

い

わ

れ

て

い

る
｡

こ

れ

は
､

右
の

文

脈
か

ら
い

え

ば
､

福
祉
第

ヽ

ヽ

一

主
義
に

転

換
す
る

こ

と
が

出
来
る

段
階
に

再
び

到
達
し
た

と

い

う
こ

と

で

あ

る
｡

■が
､

こ

の

時
､

日

本
経
済
は

､

戦
中
･

戦
後
に

出
来
て

い

た

欧
米
先

進
諸

国
と
の

生

産

力

水

準
の

差

を

キ

ャ

ブ

チ
･

ア

ッ

プ

す
る

た

め

も

う
一

度
､

そ

し

て

最
後
の

生

産
力

第
一

主

義
の

局

面
に

入
っ

た
｡

戦
前
と

異
る

の

は
､

軍
事
支

出
･

対

外

進
出
の

費
用
が

極
限
ま
で

圧

縮
さ

れ

た

こ

と

で

あ
っ

た
｡

こ

れ

が

資
本

蓄

積
第

一

主

義
の

時
代
に

も
か

か

わ

ら

ず
､

民

間
の

消
費
水

準
を

も

伸
ば

し

え
た

一

つ

の

理

由
で

あ
っ

た
｡
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し
か

し
､

戦
後
の

日

本

経

済
は

､

民

主

化
に

よ

る

社

会
的

･

政

治

的

条

件
の

大

改

革
を
て

こ

と

し

て
､

生

産
力

第
一

主

義
の

か

た

わ

ら
､

福
祉
第

一

主

義
的

経

済
の

｢

第
二

段
階
+

へ

の

蕃
進
を

も

同

時
に

行
な
っ

て

来
た

の

で

あ

る
｡

大

第
二

段
階
の

判

定

福
祉
第

丁
王

義
的
経

済
の

｢

第
二

段
階
+

を

｢

水

準
+

の

高

さ

で

示

す
基

準
と

し

て
､

私

は
､

次
の

二

つ

を

あ

げ

た

い
｡

こ

の

段

階
で

は
､

も

う

生

産
力
の

水

準

を

示

す

基

準

は

用

い

ず
､

専
ら

福

祉
の

水

準
に

関

す
る

基
準
だ

け

に

視

野

を

限

定

し
て

よ

い

と

思
う

｡

第
一

基
準

平
均
寿

命
が

約
六

〇

歳
に

な

る

こ

と
｡

第
二

基
準

都

市

人
口

比

率
が

約
五

〇

%

を

こ

え
る

こ

と
｡

次
に

､

｢

第
二

段
階

■
を

｢

成

長

率
+

の

動
き

で

示

す

基

準
L
+

し

て
､

私

は
､

次
の

二

つ

を

あ

げ

た

い
｡

第
三

基
準

有
権
者
人
口

此

率
の

成

長
率
が

純
化
し

始
め

る

こ

と
｡

第
四

基

準

農
村
人

口

低
下
の

加
速
化
が

始
ま

る

時
点

｡

こ

れ

で

あ

る
｡

第
3

表
が

示

す
よ

う
に

､

こ

れ

ら
の

基

準
に

関

す
る

限

り
､

欧

米
諸

国
が

一

九
二

〇

-
四

〇

年
代
に

達
し

た

｢

第
二

段
階
+

に
､

日

本
は

一

九

五

〇

-
五

五

年
頃
に

追
い

つ

い

た

こ

と

に

な
る

｡

こ

れ

は
､

い

う

ま
で

も

な

く
､

第
二

段
階
に

突

入

し
た

こ

と

を

示

す

指

標
で

あ
っ

て
､

第
二

段

階
の

峠
を

越
し

た

と

い

う
こ

と

を

示

す
指

標
で

は

な
い

｡

欧
米
の

一

九
二

〇

-
四

〇

年
以

後
と
い

え

ば
､

こ

の

外
に

､

国

民

的
最

低
限
の

階
層
へ

の

公

的

扶
助

の

拡

大
､

労

働

組

合
の

成

長
､

国

民

的

な

規
模
で

各
種
の

保

険

制
度
の

確
立

､

高
度
大

衆
消

庁8 0

湖
如

鮒

蔀
N

転
蚕
8

｢

券
讃
+

什

｢

熟
知
僚
+

8

蒜
籍

一

濁
-

帥

償

心

諜

N

小

田

償

却
い

帥

儲

址
研

中

山
附

儲

璃

蕗
凝

奇
(

岩

鮎

軸

甲

苛

>
口

汚

償
+

岩
視

軸

蔀
軸
>
コ

巨

億

8

轟

き

僻

宗
旨
蕃
㌧

■㍉

′

泄

苛
>
□

南
→

∂

き

献

言
昂
㌧

知

⊥

い

ヤ

ー〕
火

-

¢

し

加

l
l

レ

〇

｢

∞

い

⊂

-

¢

レ

○

-

∝

か

〇

‥

¶

ゝ

亡

辻

-

C

レ

〇

.～
レ

い

ー

¢
N

O

-

ヾ
-

○

ヾ

lヾ

∵

カ

【

¢

レ

加

i
J

O

-

心

い

○

-

¢

N

O

｢

人

一

＼

一
メ

寸

ト

ー

≠
マ

Y

皿

且
y l

…

…

…

二

ー

¢
N

0

1
1

N

山

-

¢

中
山

-

¢
い

○

ー

¢

u

0

1
小

山

-

¢

山

○

-

心

い

○

-

¢

u

O

hヾ

*

ザ



▲

'
-

費
時
代
の

展
開

､

二

重

構
造
の

緩
和

､

完

全
雇

用
へ

の

前
進
等
々

を

特
徴
と

す

る

時
代
で

あ
っ

た
｡

｢

第
二

段

階
+

は

前

半

と

後

半

と

を

区

別
し

う
る

か

も

し

れ

な
い

｡

こ

れ

ら

後
半
の

部
分
に

つ

い

て

も
､

日

本
は

､

一

九
五

五

-
六

三

年
ま
で

の

問
に

､

追
い

つ

い

た

も

の

も
あ

り
､

ま

た
一

九

六

五

-
七

〇

年
の

間
に

は

大

部
分
が

追
い

つ

く

も

の

と

思
わ

れ

る
｡

現
在
の

日

本
は

､

国

民
所

得
中
の

社

会

保

障
支

出
の

比

率
と
い

●

幹

う

基
準

で

は
､

ヨ

一

口

γ

パ

の

先

進
諸

国
に

此

し
て

大
い

に

お

く

れ

て

い

る

と
い

う
こ

と

を

強
調
し

､

こ

の
一

例
を

も
っ

て
､

現

段
階

の

日

本
が

､

福
祉
水

準

全

般
で

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

に

は

る

か

に

及
ば

な

い

と

い

う
こ

と

を

自
明
の

理
の

如

く

信
じ

込
ん

で

い

る

人
々

が

少

な

く
な
い

｡

が
､

私
は

､

こ

の
一

例
は

次
の

二

つ

の

理

由
に
･
よ

っ

て

あ

ま
り

誇
張
さ

れ

て

は

な

ら

な
い

と

考
え

て

い

る
｡

一

つ

は
､

日

本
で

は

個
人
の

可

処
分

所
得
の

中
で

の

貯
蓄
の

比

率
が

､

ヨ

ー

ロ

( 2 9 ) 日本 経 済の 再 評価

第1 図 国民所得 中社会保障支 出比 率 と全人 口 中の

6 5 歳以 上 人 口比 率 との 関係

l
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l
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【 【 S l l l

国
民
所

得
中
社
会

保

障
支

出
比

率
(

-

害
→

牛
)

1 2 3 4 5 ･6 7 8 9 10 1 1 1 2

全 人 仁= 二 占め る60 歳以 上 人口 比率(195 0 年)

･､ 江 J 両稚櫻 の 年次かこ 7 年の 差カ､こ
あ るカ､;

,
7 年程 度で ほ 南柏頗 ともそ

れほ ど変化 しな い .

ち な み に O Eロは 1 9 5 4 年 の 国民所得 中社会 保障支出比率 に よ る

もの で ある .

資料 : 1 9 5 4 年 の 社会保 障支 出 比 率 は 『日 本 国 勢 国会』1 9 6 0 年 版

p . 43 3 に よ る .

( こ の 図は 宇野沢紀
一 氏 の 『離陸 の 研究』 か ら引用 した も の で

ある .)

ッ

パ

先

進
諸

国
の

約
三

倍
に

も
の

ぼ

る

こ

と
､

つ

ま

り

国

家
単
位
で

の

保

障
よ

り

家
族

単
位
で

の

保

障
が

相

対

的

な

有
効
性
を

も
っ

て

い

る

こ

と
｡

い

ま
一

つ

は
､

宇
野
沢

紀
一

氏
が

明
ら
か

に

し
た

よ

う
に

､

全

人
口

の

中
で

の

老
人
の

比

率
の

低
さ

に

よ

る

も

の

で

あ
る

か

ら
で

あ

る

(

第
1

図

参
照
)

｡

西

欧

型

福
祉
国

家
と
日

本
と
の

間
に

見

出
さ

れ

う

る

違
い

を
､

す
べ

て

日

本
の

お

く

れ

と

し
て

の

み

理

解
す
る

必

要
は

全

く

な
い

｡

た

と

え

ば
､

高

校

進
学

率
･

大
学
進
学
率
や

雑

費
係

数
や

日

刊
大

衆
新
聞
の

レ

ベ

ル

の

高
さ

や

テ

レ

ビ

普
及

率
(

こ

の

二

つ

は

社

会

教

育
の

主

要

な

機

関

で

あ

る
｡

)

や

国

民

所
得
中
の

公

私

教

育
費
此

率
で

ほ
､

ヨ

一

口

ッ

脱
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発 展 段 階 論

合 計 点各 々 の 点 数第 1 次 産 業 人 口 比 率
原 資係数

家計消費 支出中雑費

エ ン ゲ ル 係数
家計消費支出中飲 食宍

8 0 点

1 6 0 点

2 4 0 点

3 2 0 点

4 0 0 点

4 8 0 点

点

古
山

魚

点

点

点

0

0

0

0

0

0

1

2

っ
J

4

5

/
L

U

8 0 % 前 後

7 0 % 前 後

5 0 % 前 後

3 0 % 前 後

2 0 % 前 後

10 % 前 後

5 % 前 後

1 0 % 前 後

1 5 % 前 後

2 5 % 前後

3 0 % 前後

3 5 % 前後

7 0 % 前後

6 0
ノ
% 前 後

55 ′ - 5 0 % 前後

4 5 % 前後

3 5 % 前 後

2 5 % 前後

パ

先

進

国

四

カ

国
(

イ

ギ

リ

ス
､

フ

ラ

ン

ス

､

西

ド

イ

ツ
､

ス

ウ

ェ

ー

デ

ン
)

平

均

の

水

準
よ

り

も
､

日

本
の

方
が

高
く

な
っ

た
｡

こ

れ

を

私

は
､

日

本
の

方
が

先

に

｢

第
三

段
階
+

へ

進
む

萌
芽
を

示

し
て

い

る

の

で

あ

り
､

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

の

方
が

お

く

れ

す

射尺
じ

ぎ

て

い

る

の

だ

と

思

う
｡

と

い

う
の

は
､

こ

れ

ら

は

何
れ

も
､

私

が

前
に

あ

げ

た

人

間
に

と
っ

て

の

よ

き

生

活
の

九
つ

の

条
件
の

一

番
最
後
の

三

つ

の

条
件

､

つ

ま
り

第
七

条
件
文
化

的
洗

練
度
の

高

い

個
性
的
な

趣
味
を

も
つ

こ

と
､

第
八

条
件
た

え

ず
自

分
を

向
上

さ

せ

る

こ

と
､

第
九

条
件
他

人
の

役
に

立
つ

こ

と

に

と
っ

て
､

必

要
に

し

て

充
分
な

条
件
で

は

な
い

が
､

し

か

し

必

要
な

条
件
の

幾

つ

か

で

あ

る

か

ら
で

福 祉 水 準 の 推 移

点均
戒
丁数日

H項占
い計合

第 1 次 産 業
人 口 比 重

膿 費係 数

0

2

0

3

7

4

⊂
J

′

n

)

1

2

3

4

5

5

0

0

8

4

8

{

ノ

1

2

3

0

0

0

0

1

2

3

4

5 0

5 0

福 祉 水 準 の 推 移

占
ぃ軋平数目項点計合

第 1 次 産 業

人 口 比 重
鹿 費 係 数

4

0

8

3

4

1

4

⊂
J

3

1

0
ノ

8

1

1

2

っ
J

3

4

0

0

0
0

8

8

8

8

⊂
J

O

O

O

亡
J

5

1

2

(U
ノ

5

1

(

V
U

一ヽ

)

0

0

0

0

0

3

3

5

/

h
U

′
L

U

′

h

U

0

0

0

5

0

0

1

1

2

2

3

4

あ

る
｡

最
後
に

､

日

本
経

済
の

福
祉
の

現

段
階

を
､

再
評
価
す
る

た

め
の

も

う

少
し

簡
便

な

縫
合

的

指
標
を

示

す
こ

と

に

し

よ

う
｡

基
準
と

し

て
､

次

の

八
つ

を

選
ぶ

｡

第
一

基
準

平
均
寿

▲ノ

鳴

叫



( 3 1 ) 日 本 経済 の 再 評 価

第 4 表 綜 合 的 福 祉 水 準 の

l 平 均 寿 命i 躍
製造業労働 時間

週 時間
文盲率

1 5 歳以 上 人 口 の 比率

高等教育機関
在 学者人 口比率
人口 1 万人当 り

笥 1 段 階

第 2
.段 階

第 3 段 階

第 4 段 階

第 5 段 階

第 6 段 階

3 0 歳前後

3 5 歳前後

5 0 歳前 後

6 5 歳 前 後

7 0 歳前後

7 5 歳 前後

2 5 0 人 前 後

2 0 0 人 前 後

10 0 人 前 後

5 0 人 前 後

3 0 人 前 後

1 0 人 前 後

7 0 時 間 前後

6 0 時 間 前後

5 5 時 間前 後

5 0 - 4 5 時 間前 後

4 0 時 間前 後

3 5 時 間前 後

8 0 % 前 後

6 0 % 前 後

3 0 % 前 後

5 % 前 後

3 % 前 後

1 % 前後

0 .1 人 前後

1 人 前 後

1 0 人 前後

3 0 人 前 後

1 00 人 前後

2 00 人 前 後

第 5 表 日 本 に お け る

時 期 】平 均 寿 命 乳 児 死 亡 率

1 8 5 0

1 9 0 0

1 9 4 0

1 9 6 0

製 造 業

労働 時 間

一
2 0

3 0

4 0

文 盲率 憎若君烏鷺望1 エ ン ゲ ル 係 数

*

*

(

U

O

O

O

4 0

4 0

第 6 表 イ ギ ス に お け る

時期1
1 75 0

1 8 0 0

1 8 5 0

1 9 0 0

1 9 4 0

1 9 6 0

平 均 寿 命 乳児死 亡 率
製 造 業

労 働時 間
文 盲 率 憎掌獣毛恩讐

0

【

ヽ

J

一

ヽ
U

O

O

O

2

2

2

3

4

5

*

*

0

5

0

5

0

5

*

*

0

0

5

0

0

0

1

1

1

3

4

4

1 0 *

10 *

2 0 *

3 0 *

40

0
亡
J

エ ン ゲ ル 係 数

*

丈T

*

*

0

0

0

5

0

0

1

1

2

2

3

4

注) L

り
山

第 5
, 第 6 表 の 数字は すべ て点 数で あ る . 5 点 の 端数 は段階の 中間に あ る こ と を示す .

* は趨勢挽 か ら の 推計で ある .

命
､

第
二

基

準
乳
児

死

亡

率
､

第
三

基
準

製
造

業
労
働
時
間

､

第
四

基

準
文

盲
率

､

第
五

基

準

高
等
教

育

棟

関

在

学
者
人

口

比

率
､

第
六

基

準
エ

ン

ゲ

ル

係

数
､

第
七

基

準

雑
費
係
数

､

第
八

基

準
第
一
次

産
業
人

口

比

率
､

こ

の

八
つ

で

あ

る
｡

そ

し

て
､

各
々

を

横
に

対

応
さ

せ

る

数

字

を

ご

く
ラ

フ

に

求

め

る
｡

そ

の

各
々

の

数
字

を

無

理

や

り
に

六
つ

の

段
階
に

分

け

る
｡

そ

し
て

､

第
一

段

階

を
一

〇

点

と

6 8 3

▲

事
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恥
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し
､

一

段
階

進
む

虔
に
一

〇

点

を

加
え

､

第
六

段
階
は

六

〇

点
と

す
る

｡

基
準
は

八
つ

あ

る

の

だ

か

ら
､

八
つ

の

基

準
を

同
じ

ウ
ェ

イ

ト

に

し
て

は

か

る

と
､

合
計
点

は

第
一

段
階
が

八

〇

点
､

第
六

段
階
が

四

八

〇

点
と
い

う
こ

と
に

な
る

｡

こ

う
い

う

手

続
き

で

作

っ

た

の

が
､

第
4

義
絶
合

的
福
祉
水

準
の

発
展
段
階
論
で

あ

る
｡

こ

れ

を

用
い

て

イ

ギ

リ

ス

と

日

本

と
の

宿
祉
水

準
の

長

期
的
な

推
移
を

示

し
た

の

が
､

第
5

表
と

第
6

表
と

で

あ

る
｡

さ

ら
に

､

こ

れ

を

用
い

て
､

一

九

六

〇

年
前
後
の

世

界
各
国
に

お

け

る

福
祉
水

準
を

総
合

点
･

平

均
点

に

し

て

横
断
的
に

比

較
し

た

の

が
､

第
7

表
で

あ

る
｡

こ

の

よ

う

な

基
準
で

見
る

限

り
､

日

本
は

､

フ

ラ

ン

ス

よ

り

高

く
､

西
ド

イ

ツ

と

肩
を

並
べ

る

総
合
点

･

平

均

点

を

示

し

て

い

ββ4

舗
→
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-
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β∂∂

紳

･
紳

る
｡

こ

の

よ

う
な

分

析
か

ら
の

帰
結
は

､

何
か

｡

私
は

､

自
分

白

身

に

対
し

て
､

次
の

二

つ

の

こ

と

を

宿
題
と

し
て

課
し

た

い
｡

一

第
一

は
､

分

析
的
な

デ
ィ

メ

ン

ジ

ョ

ン

に

お

い

て
､

第
七

､

第

八
､

第
九

条
件
を

量
的
に

表

現

し
､

福
祉
国

家
の

｢

第
三

段
階
へ

の

突

入

を

示

す

福
祉
の

｢

水

準
+

や

｢

成

長

率
+

を

国
際

比

較

す

る

基
準
と

し

て
､

い

か

な
る

も
の

を

と

り

上

げ

る

か
､

を

考
え

る

こ

と
｡

ま

た

｢

第
三

段
階
+

に

な
れ

ば

量
的
に

表
現

し

難
い

部

分

が

だ

ん

だ

ん

と

増
え
て

来
る

が
､

質
的
な

も
の

を

単
に

変
化
と

し

て

だ

け
で

は

な

く

人

間

精
神
の

進
化

す
な

わ

ち

進
歩
と
い

う
観
点

か

ら

と

り

上

げ
る

た

め

に
､

欲

望
の

性
質
の

進
化
に

つ

い

て

も
二

ニ

段
階
を

劃
す
る

試
み

を

行
な

う
こ

と
｡

そ

し
て

､

水

準
､

成

長
率

､

欲

望
段
階
の

三

つ

を

統
合
し
て

福
祉
発
展
段
階

論
を

仕
上

げ
る

こ

と
｡

第
二

は
､

政

策
的
な

デ
ィ

メ

ン

ジ

ョ

ン

に

お

い

て
､

日

本

の

｢

第
一

段
階
+

は
一

九
二

〇

-
四

〇

年
､

｢

第
二

段
階
+

は
一

九

五

〇

さ
七

〇

年
と

判
定
さ

れ

た

後
を

受
け
て

､

一

九

七

〇

年
な
い

し

八

〇

年
頃
か

ら

本

俸
的
に

始
ま
り

う
る

と

こ

ろ

の

｢

第
三

段

階
+

の

国

家
最
高
目

標
を

考
え

る

こ

と
､

つ

ま

り
､

文

化

的

福
祉

条

件
の

著
し
い

改

善
を

中

核
と

す
る

日

本

型

福
祉
国

家
の

ヴ
ィ

ジ

ョ

ン

を

構
想

す
る

こ

と
､

こ

れ

で

あ

る
｡

(

一

橋

大

学

助

教

授
)




