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日

本

経

済

の

再

評

価

-
国
際
此

較
分
析
第
二

部

-

の

論
文
の

目

的
は

､

日

本
経
済
の

高
度
成
長
の

要
因
を

､

人

本
と

い

う

角
度
か

ら

考
察
す
る

こ

と

に

あ

る
｡

ほ
､

明
治
維
新
以

来
､

戦
前

･

戦
後
を

通

じ
て

日

本

経
済
が

､

所
得
や

エ

業
生

産
(

そ

れ

と

裏

腹
の

関

係
に

あ

る

輸
出
)

と

い

皮
で

は

か

っ

て
､

高
い

成
長
率
を

持
続
し

て

来
る

こ

と
が

出

主

体

的
理

由
の

中
か

ら
､

特
に

次
の

二

つ

の

点

を

抜

き

出

そ

れ

に

思
い

切

り

強
い

脚
光

を

搭
せ

た

い

と

思
っ

て

い

る
｡

一

は
､

日

本
経
済
が

､

エ

美
化
へ

の

ス

タ

ー

ト
･

ダ
ッ

シ

ュ

か

す
際
に

､

前
近

代
に

お

い

て

蓄
積
し

て

来
て

い

た

人

的

資

思
い

切

り

利
用
し

た

と
ぃ

う
こ

と
で

あ
る

｡

l

坂

本

二

郎

第
二

は
､

日

本
経
済
は

､

前
近

代
か

ら

受
け

継
い

だ

人

的
資
本

の

蓄
積
を

喰
い

つ

ぶ

す
だ

け
で

は

な

く
､

近

代
に

お

け

る

工

業
化

過

程
の

中
で

､

教
育
投
資
へ

の

特
別
の

熱
心
さ

を

通
じ

て
､

人

的

資
本

を

更
新
し

続
け
る

こ

と

に

最
大
の

努
力

を

払
っ

て

来
た

と
い

う
こ

と
で

あ
る
｡

前
近

代
に

お

け
る

人

的
資
本
の

蓄
積
の

再
評
価
と

近

代
に

お

け

る

教

育
の

経
済
発
展
促
進
効
果
の

再
評

価
と
が

､

私
の

現

在
の

研

究
の

焦
点
で

あ

る

が
､

こ

の

論
文
で

ほ
､

ま

ず
前
者
だ

け
を

と

り

(

1
)

上

げ
て

､

そ

こ

に

議
論
を

集
中
し

た

い
｡

(

1
)

こ

の

論
文

は
､

私

が

『

一

橋
静
養
』

に

発
表
し

た

次
の

二

つ

の

論
文
の

続

篇
に

あ

た

る

も
の

で

あ
る

｡

｢

日

本

経

済
の

再

評

価

-
国

際
此

較

分
析

第
一

部
+

『

一

橋
論
題
』

鴨

』
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昭

和
三

十
六

年

十
一

月

号
｡

｢

人

的

資
本
に

関

す
る

小
さ

な

学

界
展

望

ら
資
本

概

念
拡

充
の

一

つ

の

試
み
+

『

一

橋

論
叢
』

昭

和
三

十
七

年
十

一

月

号
｡

〓

日

本

経
済
の

高
度
成
長
の

謎
を

解
こ

ゝ

}

と

す
る

際
に

､

主
体

的

要
因
や

人

的

資
本
に

ふ

れ

て

い

る

内

外
の

学
者
は

､

決
し

て

少
く

な
い

｡

こ

こ

で
､

人

的

資
本
と
は

､

資
本
の

人

間
的
形
態
で

あ
る

｡

富

に

つ

い

て
､

物
的
な

富
の

外
に

非
物
質
的
な

､

あ

る

い

は

人

的
な

富
が

あ

る

よ

う
に

､

資
本
に

つ

い

て

も
､

物
的
な

資
本
の

外
に

､

人

間
的
な

資
本
が

あ

る
｡

物
的
な

資
本
は

､

大
別
し

て

二

つ

に

分

れ

る
｡

一

つ

は
､

民
間

設
備

資
本
お

よ

び

そ

れ

に

準
ず
る

も
の

で

あ

り
､

土
地

､

建
物

､

機
械
等
が

直
ち
に

想
起
さ

れ

よ

う
｡

今
一

つ

ほ
､

社
会

一

般
資
本
お

よ

び

そ

れ
に

準
ず
る

も

の

で

あ

れ
､

道

路
､

港
湾

､

鉄
道

､

学
校
施
設

､

病
院

､

一

部
の

公

的
な

住

宅
､

上

下

水

道
そ

の

他
の

生

活
環
境
施
設
等
が

思
い

浮
べ

ら
れ

よ

う
｡

同

じ

ょ

う
に

､

人

的
な

資
本
に

も
､

二

つ

の

種
類
が

区

別
さ

れ

う
る

｡

一

つ

は
､

制
度
的

資
本
で

あ

り
､

国
民

的
統
合
(

意

識

的
･

行

政

的
の

両

面

を
.
食
む
)

､

社

会
の

藻
済
精
神

､

凝
済

計

算
が

可

能

な

基

礎
的

安

定
(

財
産
や

取

引
の

保

証

や

司

法
の

確
立

を

含
む
)

､

そ

の

他
､

近

代
的
経
済
発
展
に

有
利
に

働
く

一

切
の

制
度
と

制
度
的

雰
囲

気
が

こ

れ

に

属
す
る
｡

今
一

つ

は
､

精
神
的

資
本
で

あ
る

｡

こ

れ

は
､

産
業
上
の

能
率
を

た

か

め

る
一

切
の

知
識

･

技
術

･

活

力
･

判

断
力

･

組
織
力

を

意
味
す
る

｡

大

衆
の

義
務
教
育

､

労
働

者
の

熟
練

､

専
門

技
術

者
の

訓
練

､

農
企
業
家

･

中
小
工

場
経
営

者
･

商
人

･

官
吏

･

サ

ラ

リ

ー

マ

ン

の

明

敏
､

そ

の

外
に

､

国

民

経
済
の

経
済
的
決
定
の

機
能
を

主

導
す
る

少

数
の

リ

ー

ダ

ー

の

知

力
･

判
断
力

･

組
織
力

等
が

問
題
に

な
る

で

あ

ろ

う
｡

こ

こ

に

最
後
に

あ

げ

た

リ

ー

ダ
ー

た

ち
は

､

い

わ

ば

国

民

経
済

的
な
ス

ケ

ー

ル

で

の

革
新
者
で

あ

り
､

人

的
･

物
的
諸

資
漁
の

新

結
合
を

遂
行

す
る

も
の

で

あ

る
｡

そ

れ

甘
さ

ら

に
､

二

つ

の

タ

イ

プ

に

分
け

ら
れ

る
｡

一

つ

は
､

天

才

的
･

夢

想

家

的

な

発

明

者
･

起
業
者
の

タ

イ
プ

で

あ

り
､

今
一

つ

は
､

一

般
的

･

総
合
的

能
力
の

高
さ

の

故
に

経
済
的
リ

ー

ダ
ー

に

な
っ

た

指
導
者

･

組
織

者
の

タ

イ

プ

で

あ
る

｡

前
者
は

､

教
育
に

よ

っ

て

そ

の

供
給
プ

ー

ル

を

拡
大
深
化

す
る

こ

と

が

仲
々

む
つ

か

し
い

｡

が
､

後
者
の

タ

イ

プ

は
､

高
等
教
育
に

よ

っ

て
､

タ

レ

ン

ト

を

選

別
し

､

特
別
の

修
練
を

施
し

､

そ

の

候
補
者
群
に

り

+

ダ
ー

と

な
る

た

め

の

修
業

を

葡
む

禦
筈
与

え
る

と
い

う
形
で

､

そ

の

供
給
の

プ

ー

ル

を

拡

m
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大
深
化

す
る

こ

と
が

可
能
で

あ

る
ひ

そ

し
て

､

革
新
は

､

シ

ュ

ム

ベ

ー

タ

ー

が

繰
り

返
し

強
調
し

た

よ

う
に

､

技
術
的

発
明
と

同

義
で

は

な

く
､

既
に

な
さ

れ

て

い

る

技
術
的

発
明

を

経

済
的
に

採
用
す
る

か

香
か

を

決
定

す
る

機
能
に

そ

の

本

質
が

あ

る
｡

遅
発
国
の

場
合
に

は
､

い

つ

も

目
の

前
に

よ

り

進
ん

だ

技
術
水

準
の

プ

ー

ル

を

見
て

お

り
､

そ

の

中
か

ら

選
択

し
っ

つ

革
新
を

実
施
し

て

行
く
こ

と

が

多
い

の

で

あ

る

か

ら
､

な

お

さ

ら
､

発
明
の

才
幹
は

人

並

す
ぐ

れ

て

い

る

が

協
調

性
や

組
織

力
に

欠

け
る

塑
の

リ

ー

ダ
ー

よ

り

も

む

し

ろ
､

決
断
力
と
バ

ラ

ン

ス

あ

る

判
断
力
と

実
行
力
と

を

兼
ね

備
え

た

型
の

リ

ー

ダ
ー

が

大

き

な

役
割
を

果
す
こ

と

に

な

り

易
い

の

で

あ
る

｡

少

く
と

も

両

者

の

協
力
が

成

功
の

錘
で

あ
る

｡

こ

の

意
味
で

､

遅

発
国
に

と
っ

て
､

高
等
教
育
の

も
つ

昇
展
促
進
効
果
は

非
常
に

大
き
い

と

い

わ
ね

ば

な

ら

な
い

｡

無
論

､

高
等
教
育
は

扇
の

要
の

如
き

も
の

で

あ
っ

て
､

そ

の

外

に
､

学
校
教
育

､

社

会
教
育
の

全

部
の

量
と

質
が

重

要
な
こ

と

は

い

う
ま

で

も

な
い

｡

と
こ

ろ

で
､

遅

発
国
に

と
っ

て
､

.
革
新
の

ス

ケ

ー

ル

と
ス

ピ

ー

ド

を

規
定

す
る

要
因
は

､

次
の

三

っ

で

あ

る
｡

第
二

､

最
先

進
諸

国
の

知
識

･

技
術

･

制
度
の

現

行

水

準
と

自

_
_
t
▼

国
の

所
得
の

絶
対

水

準
と

の

差
､

こ

れ

が

大
き
い

程
､

発
展
の

テ

指▲7

ン

ポ

は

高
く

な

る

可

能

性
が

あ

る

(

出
発
点
の

低
水

準
と

高
成

長
率

と
の

相

関
の

仮

説
)

｡

第
二

､

自

国
の

人

的
資
本
蓄
積
の

量
と

質
､

こ

れ
が

大
き
い

在
､

発
展
の

テ
ン

ポ

は

高
く

な

る

可

能
性
が

あ

る
｡

第
三

､

経
済
的

革
新
(

時
に

は

社

会

的

革
新
)

の

必

要
性
と

利
益

期
特
性
の

大
き
さ

､

こ

れ

が

大
き
い

鞋
､

発
展
の

テ

ン

ポ

は

高
く

な

る

可

能
性
が

あ
る

｡

こ

れ

だ

け
の

前
置
き
の

後
で

､

こ

の

論
文
の

本
題
に

と

り

組
む

こ

と

に

し

よ

う
｡

す
な
わ

ち
､

前
近

代
に

お

け

る

制
度
と

精
神
と

の

両

面
に

わ

た

る

人

的

資
本
の

蓄
積
の

模
様
を

考
察
す
る

こ

と
､

こ

れ

で

あ

る
｡

三

人
口

か

ら

始
め

よ

う
｡

第
一

囲

｢

世

界
史
を

通
じ

て

の

人

口

の

超
長
期
的
動
向
+

を

見

よ
｡

こ

こ

で
､

私
が

特
に

注

目
し

た

い

の

は
､

次
の

二

点
で

あ

る
｡

第
一

点
｡

日

本
の

前
近

代
に

お

け
る

人

口

動
態
に

は
､

中

国
､

フ

ラ

ン

ス

､

イ

ン

グ

ラ

ン

ド

に

此
し

て
､

人

口

の

大
い

な
る

減
退
と

J
仰

僻
7
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紳
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い

う

現

象
が

見
ら

れ

な
い

｡

前
近

代
に

お

い

て

は
､

そ

の

内

部
で

大
い

に

増
大
し

､

大
い

に

減
退

す
る

と

い

う
二

つ

の

動
き
の

長

期

平

均

的

な

結
果
と

し

て
､

人
口

の

準
停
滞
が

看

取
さ

れ
■
る

､

と
い

う
の

が
､

新
大
陸
を

除
く

旧

世

界
の

多
く
の

国
々

の

か

な

り

共

通

の

現

象
で

あ

る

が
､

日

本
は

､

こ

の

息
で

少

し

ば
か

り

特
殊
性
が

あ

る

よ

う
に

思
わ

れ

る
｡

前
近

代
に

お

い

で

目

立
っ

た

人

口

の

大

減
退
が

な
か
っ

た

と
い

う
こ

と

は
､

日

本
の

前
近

代
が

､

.
他
の

回

国
に

此

し
.
て

相
対

的
に

､

よ

り

安
定
的
で

あ
っ

た

こ

と
の

一

つ

の

傍
証
と

し

う

る

も
の

で

は
な
い

か
､

つ

ま

り

凶

作
､

疫
病

､

戦
争

の

程
度
が

相

称

的
に

少

く
､

従
つ

て

人

間
を

荒
廃
せ

し

め
る

程
度

が

相

対

矧
に
･
少

尽
か
.っ

車
の

で

は

な
い
.
か

｡

第
二

点
､ ｡

日

本
に

お

い

て
､

一

六

〇

〇

年
か

ら
一

七

〇

〇

年
ま

で

の

期
間
に

､

注

目

す

べ

き

人

口

の

増
大
が

あ
っ

た
｡

こ

れ

は
､

イ

ギ

リ

ス

に

お

け
る

一

四

〇

〇

年
か

ら
一

六

〇

〇

年
ま

で

の

増
大

と

対

応
し

て

い

る

現

象

と

し
て

理

解
し

う
る

の

で

は

な
い

か
｡

対

応
と
い

う
点
を

誇
張
し

て

い

え

ば
日

本
で

は
､

一

七
〇

〇

年
か

ら
一

八
五

〇

年
頃
ま

で

完

全
に

停
滞
す
る

が
､

イ

ギ

リ

ス

で

は
一

六

〇

〇

年
か

ら
一

七

〇

〇

年
ま
で

の

時
期
が

そ

の

前
後
に

此

し
て

増
加
率
が

に

ぷ

く
な
っ

て

い

る

と

い

う
点
に

も

注

意
が

向

け

ら

れ

う
る

で

あ

ろ

う
｡

こ

れ

は
､

イ

ギ

リ

ス

と

日

本
と
に

お

い

て
､

近

代

的
人

口

増
大
の

｢

過

第 1 表 イ ギ リ ス と 日本 に お け る 人 口 の 過渡的漸増期 の 三 時期区 分

近代 的 急増 期
過 渡 的 漸増 期

第
■

1 期 l 第 2 期 l 第 3 期

1 8 0 0 ′ 〉

1 8 7 0 ～

1 7 0 0 ～ 1 8 0 0

1 85 0 . } 1 8 7 0

1 6 0 0 ′ 〉 1 7 0 0

1 7 0 0 ′ } 1 85 0

1 4 0 0 ′ } 1 6 0 0

1 6 0 0 ′ } 1 7 0 0

ス

本

‖

ソギイ

R
H

て

培
う
と
い

う
面
で

は
､

渡
期
+

を
､

三

つ

の

時
期
に

分

け
て

理

解
す
る

こ

と

が

出

来
る

の

で

は

な

い

か
､

と
い

う
仮

説
に

私

を

導
く

｡

つ

ま

り
､

日

本
の
一

七

〇

〇

年
か

ら
一

八
五

〇

年
と
イ

ギ

リ

ス

の

一

六

〇

〇

年
か

ら

一

七

〇

〇

年
ま

で

の

時
期
を

､

過

渡
的

漸
増
期
の

途
中
で

の

中
だ

る

み

の

時
期

と

し
て

解
釈
し

ょ

サ

と
い

う
の

で

あ

る

(

第
一

吾
｡

こ

の

こ

と
の

積
極
的
な

意

味
は

､

日

本
の

過

渡
期
の

仕
事
の
+

部

が
､

一

六

〇
〇

年
か

ら
一

七

〇

〇

年
ま

で

の

期
間
に

､

あ

る

頼
度
着
手
さ

れ

て

い

た

こ

と
､

一

七

〇

〇

年
か

ら
一

八

五

〇

年
ま

で

の

問
､

人

口

増

大
(

や

生

産

力
の

｢

増
大
+
)

の

面
で

は

あ

ま

り

に

も

永
い

中
断
を

余

儀

な

く

さ

れ

て

い

た

が
､

し

か

し

後
の

本
格
的
発
展
の

た

め

の

頼
神
的
･

制
度
的

基
礎
を

営
々

と

し

そ

の

期
間
に

も

大
い

な
る

仕
事
が

な

さ

仁

J

れ

て

い

た
こ

と

を
､

改
め
一て

認
識
す
る

た

め
の

一

つ

の

布
石

と

な

打
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Ⅱis t o r y o f t血e lT n it e d S t at e s
, 『日本国勢国会』 等 より 合成 ｡
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一 橋論圭 第四 十A 巷r 第 六号-;( 8 0 )

.r､r

し

う
る

点
に

あ

る
｡

直
ち
に

､

第
二

の

布
石
を

お

く

た

め
に

､

第
二

図
｢

世

界
各
国

ロ ン ド ン と東京 に お け る人 口の 過渡的漸増期 の 二 時期区分
琴2 表

近 代後期的 漸増

期

1 9 1 0 ′ } 1 9 6 0

1 9 4 0 ” 1 9 6 0

近 代的 急 増 期

1 7 6 0 ′ } 1 9 0 0

1 8 8 0 ′､ ノ1 9 4 0

漸 増 期

1 7 0 0 ′
〉 1 7 6 0

1 6 2 0 ′ - 1 88 0

過 渡 的

過 渡的 増 大期

1 4 0 0 ′ } 1 7 0 0

1 6 0 0 ′
～ 1 7 2 0

ロ ン ド ン

東 京

の

首
都
人

口

の

超
長
期
的
動
向
+

を

見

よ

う
｡

首
都
人

口

は
､

文

化

的
･

行
政

的

水

準
や

集
積
の

代
用
的

指
標
と

な

り

う
る

も
の

で

あ

る
｡

こ

こ

で

私
が

注

目

し

た

い

の

為

ま

た
､

二

つ

の

点

で

あ
る

｡

第
一

点
｡

首
都
人

口

の

成

長
率
の

屈

折
を

見
る

と
､

一

六

〇

〇

年
か

ら
一

七

二

〇

年
頃
ま

で

の

東
京
の

過

渡
的
人

口

増
大
が

目

立
っ

て

い

る
｡

そ

れ

に

対

応

す
る

も
の

と
し

て

は
､

一

四

〇

〇

年
頃

.
か

ら
一

七

〇

〇

年
頃
ま
で

の

F

ン

ド

ン

の

過

渡
的
人

口

増

大

を

あ

げ

う
る

｡

こ

の

当

時
､

パ

リ

や

ロ

ー

マ

は
､

準
停
滞

を

続
け

て

い

る
｡

と

こ

ろ

で
､

イ

ギ

ト

ス

の

ロ

ン

ド

ン

は
一

七

〇

〇

年
か

ら
一

七

六

〇

年
ま
で

､

日

本
の

東
京

は
､

一

七

二

〇

年
か

ら
一

八
八

〇

年
ま
で

､

準

停
滞
の

時
期
に

入
っ

て

い

る
｡

人
口

の

場
合
は

､

過

渡
期
を

三

つ

椚

の

時
期
に

区

分
し

た

が
､

首
都
人

口

の

場
合
に

は
､

両

国
に

お

い

て
､

過

渡
期
を
二

つ

の

時
期
に

区

分

す
る

方
が

よ

り

便

利
な

よ

う

で

あ

る

(

第
二

表
)

｡

第
二

点
｡

ロ

ス

ト

ウ

の

い

う
｢

離
陸

期
+

の

出
発
点
の

時
期
あ

る

い

は

ク

ズ

ネ

ァ

ツ

の

い

う
工

業
化
の

出
発

点
の

時
期
(
｢

前
工

業

化

局
面
+

の

最

終

段

階
)

に

は
､

第
二

図
に

出
て

い

る

国

々

の

蓼

合
､

首
都
人

口

が
､

約
八

〇
～
二

〇

〇
万

人
の

ラ

イ

ン

に

達
し

て

い

る

国
が

多
い

｡

第
二

図
の

中
で

は
､

北

京
､

ロ

ー

マ

､

ス

ト

ア

ク

ホ

ル

ム

が
､

そ

の

点
で

､

共

通

性
を

も
っ

て

い

な
い

｡

ロ

ン

ド

ン

､

パ

リ
､

ニ

ュ

ー

ヨ

ー

ク
､

ベ

ル

リ

ン

､

東
京

q
モ

ス

｡

-

に

つ

い

て

は
､

ロ

ス

ト

ウ

の

い

う
離
陸

期
と

首

都
人

口

が

八

〇
～

一

〇

〇

万

人
の

ラ

イ

ン

に

達
し

た

時
期
と

が
､

ほ

ぼ

対

応
し
て

い

る

(

第

三

表
)

｡

こ

こ

で
一

つ

だ

け

目

立
っ

て

い

る

の

は
､

東

京

が
､

一

七

〇

〇

～
一

七

二

〇

年
と
い

う

早
い

時
期
に

､

多
く
の

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

や

ア

メ

リ

カ

の

国
々

に

先
が

け
て

ま

ず
八

〇
～

一

〇

〇

万
人
の

ラ

イ

ン

に

到
達
し

て

い

た

と
い

う
こ

と

で

あ

る
｡

こ

の

こ

と

も

ま

た
､

一

六

〇
〇

年
か

ら
一

七

〇

〇

年
ま

で

の

期

間
に

､

近

代

化
の

た

め

の

精
神
的

･

制
度
的

基
礎
が

､

一

部
分

構

築
さ

れ

て

い

た

の

で

ほ

な
い

か
､

と
い

う

前
の

仮
説
を

支
え

る

も

書･･
､

,

乃

幣

.

E

♭
-

■
l

l
l



) 日本経済 の 再評価

1
第 3 表 首都人 口8 0 - 1 0 0 万 の 時期と離 陸期

と の 対 応

首 都 人 口 が 8 0 ”

1 0 0 万 人 の ラ イ

ン に 達 した時 期

1 7 0 0 ′ } 1 7 2 0

1 7 9 0 ′ 〉 1 8 0 0

1 8 3 0 ′ } 1 8 5 0

1 8 5 0 ′ 〉 1 8 6 0

1 8 7 0 . 〉 1 88 0

1 8 7 0 . 〉 1 8 8 0

1 8 9 0 - 1 9 0 0

ロ ス ト ウ の 判 定
した 各 国 のt a k e

O 圧 の 時期

1 7 8 5 ” 1 8 0 5

1 8 3 0 - ･1 8 6 0

1 8 45 ′ } 1 8 6 0

1 85 0 ′ 〉 1 8 7 0

1 8 8 0 ” 1 9 0 0

1 8 9 0 ′ - 1 9 1 0

東 京 ( 1)

ロ ンー ド ン

ノ ヾ ワ

ニ
ュ

ー ヨ ー ク

べ ノレ リ ン

東 京 (2)

モ ス コ ー･

l

糾

の

と
い

え
る

｡

無

論
､

首
都
人

口

の

内

容
の

違
い

が

問

題
だ

と

い

う

考
え

方
も

あ

り

う
る

｡

か
､

も

う
一

つ

の

事
実
を

付

加

す
れ

ば
､

前
の

仮

説
は

一

層

強
い

も
の

と

な
る

｡

国

勢
調

査

あ
る

い

は

そ

れ

に

準
ず
る

も
の

を

最

線
-

る

秩
序
あ

る

国
家
組
識
は

､

無
限
に

多
様

な

動

機
の

産

物
で

あ

り
､

そ

れ

ら
の

動
機
の

多
く
は

､

国
民

富
の

追
求
と

少
し

も

直
接

関

連
を

も
っ

て

い

な
い
+

(

マ

ー

シ

ァ

ル

著
､

大

塚

訳
『

経

済

学

原
理
』

第
一

分

冊
､

一

八

〇

頁
)

と
｡

封
建
体

制
の

｢

安
定
+

を

主

眼
と

し
て

形

成
さ

れ

蓄

積
さ

れ

た

行
政

能
力
(

清
禅

的
･

制
度
的

な

形

で

の

人

的

資
本
の

一

部
)

や

文

化

的
洗
練
度
で

あ
っ

て

も
､

そ

れ

を

転
用
し

て
､

近

代

産
業
体

制
の

｢

発

展
+

の

た

め

に

活

用

す
る

こ

と

は

可

能
な
の

で

あ

る
｡

+
.

j
一

初
に

行
っ

た

時
期
は

､

日

本
が

一

七
二

一

年
､

ス

ウ
ェ

ー

デ
ン

が

一

七

四

九

年
､

イ

ギ

リ

ス

が
一

八

〇
一

年
で

あ
っ

た

と
い

わ

れ

て

い

る
｡

こ

れ

は
､

首
都
人

口

が

八

〇
～

一

〇
〇

万

人
の

ラ

イ

ン

に

達
し
て

一

定
の

精
神
的
･

制
度
的
な

人

的
資
本

が

集

積
さ

れ

て

い

る

と
い

う
こ

と
の

外
に

､

近

代
的

経
済
成

長
の

｢

一

大
因
素
た

る

秩
序
凍

る

国
家

組

織
+

(

マ

ー

シ

ァ

ル

)

が

確
立
さ

れ

て

い

る

程
度

を

は

か

る
一

つ

の

象
徴
的
な

出

来
事
で

あ

る
｡

そ

し

て
､

マ

ー

シ

加
し
て

い

っ

て

い

る

｢

巌
済
的

繁
栄
の

一

大

周
東
た

生

産
力

に

目

を

転
じ
ょ

う
｡

こ

こ

で

は
､

生

産
さ

れ

た

物
と

し

て

の

生

産

力
だ

け
で

は

な

く
､

最
も

広
い

意
味
で

の

生

産
力
の

ポ

テ

ン

シ

ャ

リ

テ

ィ

ー

が

問
題
に

な
る

｡

農
業
生

産
力
に

つ

い

て

は
､

幕
末
に

日

本
に

滞
在
し

た
ゴ

ロ

ダ

ニ

ン

が
､

零
細
規
模
経

営
の

枠
内
に

お

い

て

で

は

あ
る

が
､

当
時

の

日

本

農
業
は

､

集
約
化
と

多
角
化

と

の

両

面
で

か

な
り

高
い

水

準
に

到
達
し
て

い

た

と

い

う
こ

と

を

指
摘
し

た
こ

と

が

あ
っ

た
｡

手
工

業
に

つ

い

て

は
､

ラ

イ

シ

ャ

ワ

ー

の

次
の

よ

う
な

言
葉
が

示

唆
的
で

あ
る

｡

平

和
と

統
一

の

時
代
に

､

手
工

業
生

産
が

増
大

し

た

こ

と

ほ
､

半
ば

手
ユ

美
的

な

兼
備
に

も

大

き

な

遊
歩
を

も

た

m



一 橋論叢 第 四十 八 巻 第 六 号 ( 8 2 )

ら

し
た

｡

…
:

㌫
阿

券
業
と

挽
物
菜
と

漆
静

業
は

､

徳
川

時
代
を

通

じ
て

､

生

産
量
も

増
大
さ

れ

た

が
､

そ

の

芸

術
的

水
準

も

維
持
さ

れ

た
｡

こ

れ

ら
の

分
野
に

お

い

て

も
､

そ

の

他
の

小

手
工

業
的
美

術
の

分

野
に

お

い

て

も
､

日

本
人

は
､

近

年
ま

で
､

大
規
模
な
生

産
と

技
術
の

優
秀
さ

と
､

芸

術
の

優
秀
さ

と

芸
術

的
価
値
と
の

三

者
の

間
に

､

均
衡
を

保
持
し

て

き

た

し
､

そ

れ

は

近

代

世
界
に

ほ

と

ん

ど

無

比

な

も
の

で

あ

る

と

い

え

る
+

(

ラ

イ
シ

ャ

ワ

ー

著
､

岡

野

訳

『

日

本
､

過

去
と

現

在
』

七

四

-
七

五

頁
)

と
｡

江

戸
時

代
の

商
業
や

交
通
の

繁
栄
に

つ

い

て

は

当

時
の

江

戸
､

大

阪
､

そ

の

他
の

大
都
市
の

姿
を

憩
起
す
れ

ば

足
り
る

｡

さ

ら

に
､

視

野
を

拡
げ

､

さ

ら
に

昔
へ

遡
る

こ

と
に

し
よ

う
｡

私
は

前
に

､

過

渡
的
人
口

増
大

や

首
都
人

口

の

増
大
に

関
祝
し

た

際
に

､

イ

ギ

リ

ス

と

日

本
と
を

対

応
さ

せ

つ

つ
+

日

本
の

近

代

化
の

過

渡
期
の

出
発
点
の

時
期
を

一

八
五

〇

年
頃
で

は

な

く
､

一

六

〇

〇

年

頃
ま

で

引

き

戻
す
と
い

う

仮
説
を

提
示

し

た
｡

イ

ギ

リ

ス

が

世

界
で

一

番
近

く

離

陸

に

成

功
し

え

た

理

由

と

し

て

普

通

に
､

H

早

期
の

国
内

統
一

､

肖

早

期
の

世

俗
化

､

肖
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

大
陸
か

ら

離
れ

て

の
一

〇

〇

年
の

平

和
､

㈲

新
し
い

経
済
主

体
の

早

期
の

群
生

等
が

あ

げ
ら

れ

て

い

る
｡

こ

の

四
つ

を
､

日

本
の

前

近

代
に

お

い

て

管
見
し
ょ

う
｡

▲
l

■
r

国
民

的
言

語
が

成
立

し
､

か

な

り

普
及

し

た

時
期
に

お

い

て
､

･

御

日

本
は

､

高
度
工

業
国
の

中
で

恐

ら
く

最
も

早

か
っ

た

国
の

一

つ

で

あ

ろ

う
｡

中

央
集
権
的
な

国
民

国
家
の

行
政

的
･

精
神
的
な

土

台

が
､

日

本
で

は
､

幾
つ

か

の

段
階

を

経
て

､

比

較
的

早

期
か

ら

着
実
に

用

意
さ

れ

つ

つ

あ
っ

た
｡

徳
川

封

建
体

制

も
､

酉
ヨ

一

口

ァ

パ

の

諸

国
の

封
建
体

制
に

此
し

て
､

中

央
集
権
的

官
僚
国
家
と

も
い

え

る

側
面
を

か

な

り

多
く

も
っ

て

い

た
｡

徳
川

幕
府
が

大

名
の

国
替
え

を

行
い

え

た

こ

と

等
ほ

､

そ

の
一

事
例
と

さ

れ

て

い

る
｡

日

本
は

､

宗
教
機
関

と

国
家
と

の

分

離
(

祭
政

一

致
か

ら
の

脱
却
)

や

宗
教
そ

の

も
の

の

寛
容
主

義
化
=

世

俗
化
が

､

早
期
に

ス

タ

ー

ト

し
､

少

く
と

も

庶
民
の

間
に

か

な
り

広
く

普
及
し

た

点
で

､

高

度
文

明

国
の

中
で

も

恐

ら

く

最
も

先

進
的

な

国

の

一

つ

で

あ

っ

た
｡

新
教
た

る

プ

ロ

テ

ス

タ

ン

テ

ィ

ズ

ム

■
が

支
配
的
と

な
っ

た

の

は
､

イ

ギ
リ

ス

で

は
一

六

～
一

七

せ

紀
で

あ
っ

た

が
､

日

本
の

そ

れ

に

対

応
す
る

も
の

は
一

三

～
一

四

世

紀
に

生

じ

た
｡

西

洋
で

の

ル

ネ

ッ

サ

ン

ス

と

宗
教
改

革
と

に

対

応
す
る

も
の

が

日

本
に

も

形

を

変
え

て

存
在
し

た

こ

と
に

言
及

し
て

い

る

学
者
の

意
見
が

､

こ

こ

で

想

起
さ

れ

る
｡

和
辻
哲
郎
博
士
の

言
葉
は

､

少
し

長
い

が
､

引

用

す
る

に

催
い

す

る
｡

､顔
j

.

.
ト

』
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｢

室
町

時
代
な
い

し

戦
国

時
代
が

国

家
の

統
一

の

失
わ

れ

た

時

代
､

秩
序
の

乱
れ

た

時
代
で

あ
る

と
い

う
こ

と

は
､

誤
り
の

な
い

事
実
で

あ

る
｡

し
か

し

視

点

を

変
え
て

見
れ

ば
､

そ
の

秩
序
の

乱

れ

の

裏
に

は
､

丁

度
イ

タ

リ

ア

の
一

四
､

五

世

紀
に

お

け
る

よ

う

な
､

個
性
あ
る

強

剛
な

人

物
の

輩
出
を

指
摘
す
る

こ

と

が

出

来
る

で

あ

ろ

う
｡

数
々

の

専
制

君

主

や
､

傭
兵
を

ひ

き
い

て
､

何
時
で

も

戦
争
の

需
要
に

応
じ

た
コ

ジ

ド

チ

ェ

ー

レ

等
が

､

イ

タ

リ

ア

の

･
ル

ネ

ッ

サ

ン

ス

の

時
代
の

特

徴
と

な
っ

て

い

る
｡

そ

れ

と

同

じ
タ

イ

プ

の

人

物
が

室
町

時
代
や

戦
国
時
代
を

作
っ

た

の

で

あ
る

｡

伝

統
的
身
分

で

は

な

く

し
て

実

力
が

物
を
い

う
｡

主
従

関
係
で

は

な

く

し

て

利
害
打
算
が

事
を

決
す
る

｡

…

…

積
極
的
な

創
造
の

功
績

の

前
に

は
､

社
会
の

分

裂
や

不

安
の

如
き

他
の

半
面
の

欠
点
は

忍

ば

な

く
て

は

な

ら

ぬ
｡

わ

が

国
の

一

四
､

五

世

紀
も

ま

た
､

そ

の

よ

う
な

創
造
に

乏

し

く

な
い

の

で

あ

る
｡

能
楽

､

茶
の

汝
､

連
歌

の

如
き

､

日

本

文

化
の

独

自
の

特
徴
を

示

す

も
の

は
､

み

な
こ

の

時
代
に

作
り

出
さ

れ

た
｡

歌
舞
伎
や

浄
璃
瑠
の

如
き

次

代
の

創
造

や

基

礎
を

築
い

て

お

い

た

の

も

ま
た

､

こ

の

時
代
で

あ

る
｡

‥
･

が

わ
れ

わ

れ

の

問
題
に

と
っ

て
一

層
関
係
の

深
い

の

は
､

こ

の

時

代
の

特
徴
を

示

す
『

倭
冠
』

と

『

土
一

撥
』

と

の

現

象
で

あ

る
｡

倭
冠
と

呼

ば

れ

て

い

る

海
外

進
出
の

運
動
は

､

海
外

貿
易
と

結
び

･
施
〓

っ

き
､

こ

の

時
代
の

重

要
な

契
機
と

な
っ

て

い

る
｡

…
･

=

土
一

番

は
､

主
と
し

て

虔
民
の

運
動
で

あ
っ

て
:

‥

＼

同
様
に

民

衆
の

カ

の

解
放
と

し

て
､

こ

の

時
代
の

重

要
な

実
機
と

な
っ

て

い

る
｡

こ

の

民

衆
運

動
に

よ
っ

て
､

日

本
の

社

会
は

一

度
作
り

直
さ

れ

た

の

で

あ

る
｡

こ

れ

ら

は
､

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

の

一

四
､

五

世

紀
に

も

著
し

く

現

わ

れ

た

現

象
で

あ
っ

て
､

わ

が

国
に

限
っ

た

こ

と

で

は

な
い

が
､

し
か

し

直
接
に

連
絡
の

な
い

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

と

日

本
と
に

お

い

て
､

ほ

ぼ

時
を

同
じ

う

し
て

同
様
な

現

象
が

見

ら

れ

る

こ

と

は
､

わ
れ

.

わ

れ

の

矧
い

関
心

を

刺
激
せ

ざ

る

を

え

な
い

の

で

あ

る
｡

+

(

『

鎖
国
』

一

六

五

～
一

六

六

頁
)

続
い

て
､

ラ

イ

シ

ア

ワ

ー

の

言
葉
も

引

用
し

ょ

う
｡

｢

封
建
時
代
の

日

本
の

大
衆
的
仏
教
(

鎌
倉
時

代
の

新
仏
教
)

が
､

色
々

な

方

面
で

伝
統
的
仏
教
よ

り
も

キ

リ

ス

ト

教
に

顛
似
し
て

き

た

と
い

う
こ

と

は
､

実
に

興
味
深
い

事
実
で

あ
る

｡

原

始
仏
教
の

根
本

理

念
で

満
っ

た

厭
世

主

義
と

反

対

に
､

信
仰
に

よ

る

死

後
の

生

命
と

救
い

を

与
え

ら
れ

る

と
い

う
こ

と
を

強
調

す
る

よ

う
に

な

っ

た
｡

そ

し

て

初
期
封
建
時
代
の

宗
教
改

革
者
た

ち

は
､

彼
等
の

聖
典
の

解
釈
の

仕
方
に

お

い

て
､

平

信

徒
の

集

団

を

作
っ

た

点

で
､

僧
侶
が

結
婚
す
る

よ

う
に

な
っ

た

点
で

､

戦
陶
的
な

宗
派

意

識
の

点

で
､

.
国
家
主
義
へ

の

芽
生

え
が

あ
っ

た

点
で

､

ヨ

一

口

ァ

m

j
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パ

の

プ

ロ

テ
ス

タ
ン

ト

の

宗

教
改

革
者
書こ

驚
く

ほ

ど
の

類
似
性
を

も
っ

て

い

る
｡

東
ア

ジ

ア

よ

り

も
､

中

世
の

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

に

非
常

に

近

密
な

類
似
性
を

も
っ

て

い

る

と

こ

ろ
の

封
建
制
度
の

発
達
に

伴
う
こ

の

よ

う
な

宗
教
的

傾

向
は

､

日

本
の

初
期
封
建
時
代
を

､

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

の

そ

れ

と

驚
く
ほ

ど

よ

く

比

較

出

来
る

時

代
と

し

た
｡

そ

し

て

そ

れ

は
､

極
東
の

そ

の

他
の

諸

国
と

は
､

全

く
対

照

的
に

異
る

も

の

で

あ
っ

た
｡

+

(

『

前
掲

書
』

七

四

～
七

五

頁
)

サ

ン

ソ

ム

も

ま

た
､

エ

リ

ザ

べ

ス

朝
の

イ

ギ

リ

ス

と

信
長

･

秀

曽
の

時
代
の

日

本
と

を

興
味
深
く

対

比

し
た

こ

と

が

あ
っ

た
｡

イ

ギ

リ

ス

と

平
行
し

て

近

代
化
へ

の

過

渡
期
に

早

期
に

突
入

し

て
､

工

業
化
の

方

向
へ

の

幾
つ

か

の

基

礎
支

柱
を

用

意
し
っ

つ

あ

っ

た

日

本
が

､

海
外

発
展
の

道
よ

り

も

む

し

ろ

鎖
国
を

選
ん

で
､

イ

ギ

リ

ス

と

挟
を

分
つ

に

至
っ

た

理

由
は

何
か

｡

前
に

述
べ

た

革

新
の

ス

ケ

ー

ル

と
ス

ピ

ー

ド

を

規
定

す
る

三

つ

の

要
因
に

ひ
っ

か

け

て
､

こ

れ

に

簡
単
に

答
え

よ

う
｡

第
一

､

当

時
､

西

欧

諸

国
と

日

本

と

の

経

済

発

展

段

階
の

差

は
､

あ

ま

り

大
き
い

も

の

で

は

な

か
っ

た
｡

少

く
と

も

日

本

人
に

は
､

そ

う
感
じ

ら

れ

て

い

た
｡

.

第
二

､

新
し
い

可

能
性
を

求
め

て

旧

来
の

社

会
の

枠
を

｢

創
造

的
破

壊
+

し

て

布
く

新
し

い

リ

ー

ダ
ー

が

寄
生

し

集
萌
し
て

い

る

.

,

l

J
耶

』

軽
度
が

､

相

対

的
に

弱
か
っ

た
｡

第
三

､

革
新
を

行
う
ぺ

き

内

外
の

必

要
も

あ

ま
り

遷
し

迫
っ

た

も
の

で

は

な

く
､

ま
た

革
新
に

よ

る

利
益

も

あ

ま
り

多
く
の

も
の

を

思
い

浮
べ

る

こ

と
が

出
来
な
か

っ

た
｡

革
新
は

む

し
ろ

､

進
歩

よ

り
は

安
定
を

､

動
乱

よ

り

は

秩
序
を

､

分

裂
よ

り

は

統
一

を

よ

り

強
く

念
願
す
る

当

時
の

一

般
大
衆
の

雰
囲

気
に

即
し
っ

つ
､

ま

さ

に

そ

の

時
代
的
課
題
を

新
し
い

や

り

方
で

解
決
す
る

と
い

う
方

向

の

中
に

求
め

ら
れ

た

と
い

え

よ

う
｡

徳
川

体

制
二

五

〇

年
の

安
定

と

平

和
と

統
一

の

中
で

､

内

外
の

事
態
は

､

烈
し

く

変
っ

て

行
っ

た
｡

第
一

､

西

欧

先

進
諸

国
と
の

差
は

､

非
常
に

大
き

く
は
っ

き

り

し
た

も

の

と

な
っ

て

来
た

｡

軍
艦
や

兵
器
や

医

術
は

､

そ

れ

を

如

実
に

教
え
た

｡

日

本
が

離
陸
に

と

り
か

か

っ

た

時
に

は
､

イ

ギ

リ

ス

は

既
に

本

格
的
工

業
化
の

時
代
を

約
一

〇

〇

年
も

経

過

し
て

､

成
熟
期
芯

達
し
て

い

た

の

で

あ
っ

た
｡

第
二

､

全
国
民
の

約
五

～

六

%

を

占
め

る

武
士

階
叔
が

､

此

較

的
同

質
の

､

し
か

も
か

な
り

高
度
の

教

育
を

受
け

､

商
人
や

地

主

の
一

部
も
こ

れ

に

準
じ
て

､

今
や

一

つ

の

大
き

な

勢
力
と

し

て

群

生
し

集
積
し

た
｡

抵
抗
を

排
し
て

工

業
化

を

遂
行

し

う
る

に

足
る

主
体
と

売
っ

た

の

で

あ

る
｡

そ

し

て

武
士

は
､

何
よ

り
も

組
織
力

1

や
ノ

78 β
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一

を

身
に

つ

け
て

い

た
｡

こ

れ

こ

そ

革
新
に

と
ゥ

て
一

番
必

要
な

一

つ

の

要
素
な
の

で

あ

る
｡

第
三

､

外

圧
と

内

部
の

混
乱
の

双

方
か

ら

革
新
を

行
う
こ

と
の

死
活
的
な

必

要
性
と

そ

れ

に

よ

る

大
い

な
る

利
益
と
が

眼
の

前
に

は
っ

き
り

と

立

ち

現

わ

れ

て

来
た

｡

再
び

イ

ギ

リ

ス

と

対

比

す
る

と
､

幕

末
に

､

藩

校
と

郷

学

と

は
､

恐
ら

く
人

口

五

万

人
に

一

校
の

割
合
で

賢
止

さ

れ

て

い

た

と

い

わ

れ

て

い

る

が
､

当
時
の

イ

ン

グ

ラ

ン

ド

に

お

け

る

グ

ラ

マ

ー
.

ス

ク

ー

ル

が

人
口

約
三

万
五

千

人

に

対

し
て

一

校
の

割
合
で

設
置
さ

れ

て

い

た

と
い

う
こ

と
が

興

味

を

ひ

く
｡

寺
子

屋

と

共

に
､

藩
校
や

郷

学
は

､

近

代
日

本
の

学

校

制

度
の

母

胎

と

な
っ

た
｡

特
に

､

国
民
の

上

層
の

部

分
(

特
に

財
産
よ

り

も

む

し

ろ

社

会

的
機
能
や

社

会

的

身
分
で

の

上

層

部

分
)

が
､

教
育
の

価
値
を

知
J
り

､

教
育
の

経
験
を

も
っ

て

い

た
こ

と

は
､

制
度
的
資
本
の

一

つ

と

し

て

重

視
さ

れ

ね

ば

な

ら
ぬ

｡

そ

れ

は

や

が

て
､

日

本
文

化
の

同

質

性
を

媒
介
と

し

て
､

丁

度
戦
後
の

高
般

耐
久

消

費
財
の

普
及
が

そ

ぅ
で

あ

る

よ

う
に

､

上

層
の

生

活
･

消

費
様
式
を

模
倣
す
る

性
向

を

通
じ

て
､

速
か

に

中
間
階
放
か

ら

さ

ら
に

下

層
に

ま

で

も

波

及

し

て

行
っ

た
■
の

で

あ
る

｡

近

代
日

本
は

､

僅
か

三

〇
年
前
後
の

短
い

時
間
の

間
に

当
該
年

車

j

齢
児
童
の

小

学
校
既
単

率
を

紛
三

五

%
か

ら

九

五

%

ま

で

仲

ぼ

し
､

僅
か

五

〇

年
の

問
に

全

人
口

中
の

教
育
機
関

在
学

中

人
口

比

率
を

約
七

%
か

ら
二

〇

%

以

上
に

伸
ば

し
た

｡

そ

し
て

､

工

業
化

が

本

格
的
に

始
ま
っ

て

か

ら

約
八

〇

年
後
の

一

九

六
一

年
に

は
､

中
学
卒
業
者
中
の

高
等
学

校
進
学
率
を

六

二

%

と

し

た
(

ア

メ

リ

ヵ

に

次
い

で

世

界
第
二

位
)

の

で

あ

る
｡

ゴ

ロ

ダ
ニ

ン

は
､

幕

末

に
､

既
に

､

日

本

人

は
､

世

界
中
で

最
も

教
育
の

温
ん

だ

国
で

あ

る
､

と

記
し

て

い

た
｡

福
祉
に

つ

い

て
､

簡
単
に

見
て

お

こ

う
｡

前
に

見
た

教
育
も

､

そ

れ

自

身
福
祉
の

一

項
日

で

あ

る
｡

が
､

こ

こ

で

は
､

も

う
一

っ
､

平
均
寿

命
の

長
期
的

･

国

際
的

比

較
を

試
み

る

こ

と
に

し

よ

ゝ

つ
0

第
三

図

｢

平

均
寿
命
の

長
期
的

趨
勢
の

比

較
+

を

見
よ

｡

こ

こ

で

私
が

注

意
を

喚

起
し

た

い

の

は
､

ま

ず
次
の

三

点
で

あ

る
｡

第
一

点
｡

平

均
寿

命
の

大
い

な

る

改

善
が

行
わ
れ

､

五

〇

歳
の

ラ

イ

ン

を

突
破
し

た
の

は
､

ほ

ぼ
一

九

〇

〇

年
前
後
か

ら

以

後
の

こ

と

で

あ
る

｡

つ

ま
り

､

平
均
寿
命
で

象
徴
的
に

示

さ

れ

る

場
合

柑

心

.
J



一 橋論叢 第四 十八 番 第六卓:
(′声

6

70( 歳)/

6 0

55

5 0

4 5

4 0

35下
ぺ ソ

5 0 6 0

ソ
づ

御
〟

言醗
･ j

次

∠103 02(】

) ∨
ジ

㌃ノ

滅
ヾ
＼

本
㌢
甘

ヾ
､

ち

リ
ノ

一

機

長 期的趨勢 の 比較

タ

90 1 9 0 0 1 008070605

の

福
祉
の

改

善
は

､

一

九
六

〇

年
ま

で

の

工

業
化
の

二

〇

〇

捌

年
な
い

し
一

五

〇
年
の

歴
史
の

中
で

､

僅
か

に

最

後
の

五

〇

年
に

な
っ

て

本
格
的
に

行
わ

れ

た

と
い

う
こ

と
｡

第
二

点
｡

西
ヨ

一

口

ブ

パ

の

多
く
の

国
々

は
､

三

五

歳
な

い

し

四

〇

歳
ラ

イ

ン

に

到
達
し
て

か

ら

過

渡
的

漸
増
期
に

突

入
し

､

五

〇

歳
の

ラ

イ
ン

を

越
え

る

と

近

代
的
急
増
期
に

入

る

と
い

う
形
で

､

段
階
と

成

長
率
屈
折
と
の

対

応
を

示
し

て

.

い

る
｡

こ

れ

に

対

し

て
､

日

本
や

ソ

連
は

四
五

歳
ラ

イ
ン

を

越
え

た

時
､

ま

た

ブ

ラ

ジ

ル
､

セ

イ
ロ

ン

等
は

､

四

〇

歳
の

ラ

イ
ン

を

越
え

た

と
こ

ろ
で

､

近

代

的
急
増
期
に

突
入
し

て

い

る
｡

第
三

点
｡

西
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

の

多
く
の

国
々

の

場
合

､

｡

ス

ト

ウ

の

い

う

段
階
論
と

平
均
寿
命
の

水
準
と

は
､

ほ

ぼ

対

応

し
て

い

る
｡

つ

ま

り
､

離
陸
期
直
前
の

時
期
に

は
三

五
1

四

〇

歳
位
で

あ

り
､

成
熟
期
に

は

五

〇

歳
位
で

あ

り
､

高
水

準

大
衆
消
費
時
代
(

福
祉

国
家

段
階
)

に

な

っ

て

六

五

歳
に

な

る
､

と

い

う
対

応
で

あ

る
｡

日

本
も

西
ヨ

ー

ロ

ブ

パ

に

準
ず

る
｡

が
､

ア

ル

ゼ

ン

チ

ン
､

ス

ぺ

イ
ン

､

ブ

ラ

ジ

ル
､

セ

イ

ロ

ン

等
は

､

ロ

ス

ト

ウ

の

い

う
成
熟
期
を

迎
え
る

は

る

か

手

前
で

､

五

〇

歳
台
を

突
破
し

､

六

〇

歳

台
に

到

達

し

て

い

や

.
.
.
.
.

.

■

監



日 本 産済 ゐ再評価

日 本

イ ン グ ラ ン ド ス ウ ェ
ー デ ン

_ 一
一

-･ ･
一

‾

実 イ ス

第 3 図 平均寿命の

一 一

プ
i 右 ･

1 7 10 5 0

図
を

基
に

し

て

作
成
し

た
の

が
､

第
四

表
と

第
五

表
で

あ

る
｡

7と払

1とミ()()

資料 グオ イ チ ン ス キ
ー

,
ギ エ ル ム

, ( ) ｡ 関山見 .
そ の 他 の人 々 の 多く の 青物 上 り合成 ｡

第5 泰 平均寿命 の 延長 ( 2)

4 5 歳 か ら65 歳に な る
の に 経過 した 年数

ス イ ス

ス ウ ェ
ー デ ン

イ ン グ ラ ン ド

フ ラ ン ス

ド イ ツ

日 本

イ タ リ ア

ロ シ ア

75 年

7 5 年

7 0 年

5 0 年

4 5 年

4 5 年

4 0 年

2 7 年

資料 籍3 国力､ ら｡

第 4 表 平均寿命 の 延長 ( 1)

3 5 歳 か ら4 5 歳 に な る

の に 蓮 過 した年数

日 本

イ ン グ ラ ン ド

ス イ ス

ス ウ ェ

ー デ ン

ド イ ツ

イ タ リ ア

ス ペ イ ン

セ イ ロ ン

2 0 0 年以 上

1 5 0 - 1 7 0 年
_

9 5 年

8 0毎
45 年
35 年

25 - 30 年

1 5 年

資料 第3 図 か ら ｡

る
｡

こ

こ

に
､

マ

タ

ケ

ン

ロ

ー

ト

の

い

わ

ゆ

る

遅

発

国

の

局

面

経

過

の

加

速
度
の

仮
説
の

一

つ

の

顕
著
な

事

例
が

見
ら
れ

る
｡

こ

の

甥

由
と

効
果
の

解
明
は

､

そ

れ

自
身
興

味

あ

る

テ

ー

マ

で

あ

る

が
､

今
は

､

立

入

り

え

な
い

｡

こ

の

第
三

1

丸ノ

津軒

｡
.

一
.

.

.

.
-

-
-
一

-
一
一



第
四

表
で

特
に

注

目
し

て

ほ

し
い

一

点

は
､

日

本
の

平
均
寿

命

が

主
五

歳
か

ら

四
五

歳
に

な

る

ま
で

に
､

約
二

〇

〇

年
以

上

む

か

か

っ

て

い

る

と
い

う
こ

と
で

あ

る
｡

こ

の

こ

と
の

一

･
大
理

由
は

､

日

本
の

平
均

寿

命
が

､

一

七

〇

〇

年
代
と

い

う
早

期
に

お

い

て

既

に

三

五

歳
と

四

〇

歳
の

間
に

あ
っ

た

と

想

定
さ

れ

る

と
い

う
こ

と

で

あ

る
｡

こ

れ

は
､

出
発
点
の

低
水

準
と

高
成
長
率
と

の

相

関
の

仮
説
の

逆
の

場
合

､

つ

ま
り

出
発
点
の

高
水

準
と

低
成
長
率
と

の

相

関
の

仮
説
を

想
起
せ

し

め
る

も

の

で

あ

る
｡

第
五

表
で

ほ
､

日

本
ほ

､

特
に

著
し
い

特
殊
性
を

示

し

て

い

な

ヽ

0

ヽ

■V

六

右
の

議
論
は

､

日

本
の

工

業
化
の

出
発
点
の

絶
対

水
準
は

､

イ

ギ

リ

ス

は

無
論
の

こ

と

西

欧
諸

国
平
均
と

比
べ

て

も
､

著
し

く

低

か

っ

た

と
い

う

現
に

対

す
る

一

つ

の

修
正

あ
る

い

ほ

補
完
物
を

提

示

す
る

た

め
の

も
の

で

あ
る

｡

こ

の

説
に

関
連
す
る

二
､

三

の

学
者
の

議
論
を

引

用
し

ょ

う
｡

ク

ズ

ネ
ッ

ツ

は
､

ク

ラ

ー

ク

の

資
料
を

用
い

て
､

工

業
化
の

出

発
点

(

唱
e

を
ぎ
賢
已

甘
P

且
に

お

け

る

主

要
国
の
一

人

当
り

実
質
所
得
の

絶
対

水
準
を

比

較
し

て

い

る
｡

第
六

表
が

そ

れ

で

あ

∫

■
イ

濁

∴

∵

る
｡

西
欧

諸

国
が

大

体
三

〇

〇
(

Ⅰ
･

n
)

以

上
で

あ
る

の

に
､

日

本

は
､

一

〇

〇
(

Ⅰ
･

ロ
)

で

あ
っ

て
､

そ

の

第
六

表
に

あ

が

っ

て

い

る

国
の

中
で

は
一

番
低
い

水

準
か

ら

出
発
し

て

い

る
｡

一

〇

〇

～

二

〇
〇
(

Ⅰ
･

ロ
)

の

時
期
を

西
欧

諸

国
に

求
め

れ

ば
､

フ

ラ

ン

ス

と

ド

イ

ツ

で

は
､

各
々

離
陸
期
よ

り

約
五

〇

年

前
に

見

出
さ

れ

る
｡

が
､

イ

ギ

リ

ス

の

場
合
に

は
､

離
陸
期
よ

り
二

〇

〇

年

旦
別

に

遡
っ

て
､

初
期
の

産
業
革
命
期
の

出

発

点
㌧
二

五

三

〇

年
頃
)

に

ま

で

至

ら

ね

ば

な

ら
な
い

で

あ

ろ

う
｡

ア

レ

ン

も
､

こ

の

点
に

ふ

れ

て

い

る
｡

｢

一

八

六

七

年

に

お

け

る

日

本

経
済
は

､

主

要
な

西

欧

諸

国
と

此
べ

で

単
に

畠

く
れ

て

い

た
の

み

な

ら

ず
､

新
し
い

方

向
へ

の

発
展
の

た

め
の

幾
つ

か

の

基

礎
が

は

る

か

に

未

整

備
で

あ
っ

た

よ

う
に

思

わ

れ

る
+

(

G
･

C
･

>
-

-

e

n
‥

』
h

辞

等
外

+

腎
3
Q

ヨ
叶

Q

転

賢
司
哩

曳

き
乳
仏

⊇
㍉

訂

駕
【

さ

】

篭
¶

-

-

巴
♪

-

苦
か

ー

p
.

㌫
上

と
｡

ノ

ー

マ

ン

も

『

日

本

に

お

け
る

近

代

国

家
の

成

立
』

の

第
四

草

｢

明

治

初
期
に

お

け
る

工

業
化
+

の

第
四

節
｢

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

の

重

商
主

義
と

日

本
の

重

商
主
義
と
の

比

較
+

の

中
で

､

日

本
の

工

業

化
へ

の

出
発
点
の

物
的

な

絶
対

水

準
が

､

特
に

イ

ギ

リ

ス

に

比
べ

て

低
か

っ

た

こ

と

に

ふ

れ
､

そ

の

理

由
に

皇
白

及

し
て

い

る
｡

一
冊

･･

準

78 伊

､
.
.

■
■

■
仙
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一
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一
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-

_

( 8 9 )･ 日

第 6 表 工 業化 の 出発 点に お け る主要国 の 一 人当 り実質所得 の 絶対 水準 の 比 較

時 ･ 期l 離陸期 と の 関係国 別

ア メ リ カ

オ ー

ス ト ラ リ ア

厚票亮き凋是こ去晶品芸
1 8 4 5 ′ } 1 8 6 0

1 9 3 8 ′ _ 1 9 5 0

6 0 4

9 1 4

離 陸開 始 の 1 5 年前

離陸 開始 の 52 年前

1 8 3 0

1 8 8 6

新
大

臣巨

型

1 7 85 ′ _ 1 8 05

1‾83 0 ′ } 1 8 6 0

1 85 5 ′ _ 1 8 7 5

1 8 7 0 ′ } 1 8 9 0

/
L

U

′

D

5

4

4

′

L

U

3

5

1

8

0

1

0

5

4

5

1

3

1

4

3

離陸 開始 の9■7 年前

離陸 開 始 後1 6 年

離陸開 始 の5 3 年前

離陸 開 始後1 0 - 19 年

離陸開 始の5 0 年前

離 陸 開始 の 1 年前

離陸 開始 の 9 ･ - 1 年前

1 6 8 8

1 8 0 1

1 7 8 9

1 8 4 0 . ～ 4 5

1 8 0 5

1 8 5 4

1 8 6 1 ′ 〉 6 9

イ ン グ ラ ン ド ･

ウ ェ
ー ル ズ

イ ギ リ ス

フ ラ ン ス

ド イ ツ

ス ウ ェ
ー デ ン

西

欧

諸

国

1 8 8 0 ′ } 1 9 0 0

1 9 5 0 ′ }

1 9 5 0 ”

1 0 0

1 3 ∂

2 3 0 ′
} 2 5 0

離 陸開始後 7 年

離 陸開 始 の1 5 年前

離 陸開 始 の 2 0 ′ - 1 0 年前04
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3 5
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本

国

ドン

日

中

イ

ア

ジ

ア

諸

国
1 )

1 9 3 8 ′ }1 6 3離 陸開 始 の 1 0 年前1 9 2 8プ ラ ジ . ル

南

米

染料 S･ E n z n et 石 :
"

P r ob l e m s i n C o m p a ri s o n s o f E c o n o m ie T r e n d s
,

〃 in 励 0 几O m 右β 伽 び と九 ご

か α盲之～
,

血 d 血
,

. 九 p α れ
,
1 9 5 5

, p . 1 与

備考 1 ) ロ ス トウ l土
,

ブ ラジ ル の 離陸 斯 こ つ い て明示的な 説明を与 え て い ない
｡

が
,

ト レ コ
,
ア ル ゼ ン チ ン

,

メ キ シ コ 等は-1 9 3 8 年 か ら離陸期が 始 ま っ た と判定 して い る
｡

私は
,

ブ ラジ ル を もそ れ ら iこ準ず るもの と推定 した
｡

｢

徳
川

時
代
以

前
に

お

い

て

は
､

日

本
の

外

国
貿

易
､

海
賊
行

為
､

植
民
の

端
緒
す
ら

ー
ー
た

と

え

ば

シ

ャ

ム

に

お

け
る

山
田

長
政
(

一

五

七

八

～
一

六
三

三

年
)

-
な
か

ん
づ

く

秀
吉
わ

朝
鮮
征

伐
は

､

同

時
･

代
の

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

殊
に

イ

ギ

リ

ス

の

貿
易

､

海
賊
行

為
､

植
民
活

動
に

対

応
す
る
一

種
の

重

商
主

義
政

琴

を

指
向

し
て

い

た
｡

従
っ

て

多

年
に

わ

た

る

鎖
国

は
､

た

だ

日

本
の

経
済
的

成

長
を

妨
げ

た

ば
か

り
で

な

く
､

そ

れ

を

絶
対

的
に

も

お

く

ら

せ

た
｡

そ

の

た

め
､

オ

ー

チ

ャ

ー

ド

氏
が

正

し

く

観
察
し
て

い

る

如

く
､

一

八

世

紀
〔

～
一

九
世

紀
前
半
〕

の

日

本

は
､

大

産
業
革
命
の

前
夜
に

あ
■つ

た
一

八

世

紀
の

イ

ギ

リ

ス

に

比

較
す
べ

き
で

は

な
く

､

農
業
が

圧

倒
的
で

あ

り
､

家
内

手
工

業
が

普
及
し

て

い

た
一

六

世

紀
チ
エ

ー

ド

ル

王

朝
の

イ

ギ

リ

ス

に

比

較
す
べ

き
で

あ
る

｡

そ

れ

は

そ

う

と
し

て

も
､

こ

の

比

較
す

ら

徳
川

時
代

の

日

本

に

と
っ

て

は

ま

だ

寛
大

す
ぎ

る
｡

な
ん

と

な

れ

ば
､

チ

エ

ー

ド

ル

朝
の

イ

ギ

リ

ス

は
､

既
に

海
外

貿
易
(

一

六

世

紀
の

大

貿

易

会

社

に

よ

る
)

と
へ

ン

リ

■7

-

七

世
の

海
軍
拡

張
と
の

基

礎
を

据
え
て

い

た

か

ら

ね

仁

｢

ゝ



一 橋論叢 第四 十八 巻 第六 号 ( 町)
.

一

で

あ
る

｡

イ

ギ

リ

ス

は

植
民

地
の

獲
得
さ

え

開

始
し

て

い

た

し

(

三
-

フ

ァ

ウ
ン

ド

ラ
ン

ド
の

発
見
と

領
有
は

一

四

九

四

年
)

､

ス

ペ

イ
ン

の

海
上

覇
権
を

圧

倒
し

て

東
イ

ン

ド

諸

島
お

よ

び

南
北
ア

メ

リ

カ
へ

の

死

活
的

通

商
路
の

支

配
権
を

ま

さ

に

手
中
に

収
め
よ

う

と

し
て

い

た
｡

こ

れ

を

要

す
る

に
､

明

治
維
新
は

､

〔

一

六

世

紀

に
〕

秀
吉
が

仕
残
し
た

こ

と

か

ら

始
め

ね

ば

な

ら

な

か

っ

た
｡

+

(

ノ

ー

マ

ン

著
､

大

窪

訳
､

一

六

五

黄
)

こ

れ

だ

け

で

は

な
い

｡

日

本
は

､

イ

ギ

リ

ス

に

比
べ

て
､

エ

業

化
へ

の

出
発
点
に

お

い

て
､

農
耕
可

能
土
地

に

対

す
る

農
業
人
口

密
度
が

き

わ

め
て

高
く

､

ま

た

強
力
な

外

国
資
本
の

脅
威
下

に

あ

っ

た
｡

そ

の

上
､

日

本
は

｢

約
半
世

紀
も

継
続
し

た

不

平
等
条
約

体

制
に

よ

っ

て

関
税
を

釘

着
け
さ

れ

る

と
い

う
不

利
な

条
件
を

背

負
っ

て
､

〔

生

存
〕

競
争
に

参
加
せ

ね

ば

な

ら

な

か

っ

た
｡

+

(

ノ

ー

マ

ン

『

前
掲
書
』

一

一

六

頁
)

そ
の

上

に

な

お

日

本
は

､

西
欧

諸

国
(

中
で

も
一

番
先
に

エ

美
化

を

行
っ

た

イ

ギ
リ

ス

)

に

此

し

て
､

特
に

不

利
な

状
況
を

も
っ

て

い

た
｡

と
い

う
よ

り
､

イ

ギ

リ

ス

が

享
受
し

え
た

特
別
に

有
利
な

条

件
を

繰
り

返
し

獲
得
す
る

こ

と

が

出
来
な

か
っ

た
｡

そ

れ

は
､

近

代
的

経

済
成
長
の

初
期
に

､

植
民

地

や

海
賊
貿
易
か

ら

収

奪
し

た

資
本
を

も

ち
､

植
民
地

や

新
興
国
を

原
材
料
供
給
地

お

よ

び

製
品

一

l
r

市
易
と

し

て

充
分

に

利
用
し

､

大

量
移
民
に

よ
っ

て

マ

ル

サ

ス

の

欄

間
題
を

緩
和
し

､

農
業
国
の

大

海
の

中
で

工

業
化
し

て

工

業
製
品

に

つ

い

て

準
独

占
利
潤
を

う
る

と
い

っ

た

条
件
で

あ

る
｡

か

く
て

､

こ

れ

ら
の

議
論
は

､

全

体
と

し

て
､

日

本
は

､

イ

ギ

リ

ス

と

対

比

し
て

､

三

つ

の

特
徴
を

も
っ

て

い

た

と
い

う
こ

と

を

強
調
す
る

｡

そ

し
て

､

こ

の

こ

と

は
､

そ

れ

自
体
と

し
て

間
違
い

で

は
な
い

と

思

う
｡

第
一

.
は

､

お

く
れ

て

工

業
化
に

と

り

組
む
こ

と

第
二

は
､

出
発
点
の

絶
対

水
準
が

低
い

こ

と

第
三

は
､

不

平
等
化

要
因
を

も
っ

て

い

た

こ

と

こ

れ

で

あ

る

こ

の

三

つ

の

点
で

､

日

本
は

､

た
し

か

に

ア

ジ

ア

の

後
進
諸

国

と

共
通
の

も
の

を

も
っ

て

い

た
｡

け
れ

ど

も
､

一

九

世

紀
末
か

ら
二

〇

世

紀
初
め
に

か

け
て

､

ア

ジ

ア

の

中
で

､

ひ

と

り

日

本
だ

け
が

､

エ

業
化
へ

の

離
陸
に

成
功

し

え

た

の

は

何
故
か

｡

日

本
は

､

工

業
化
へ

の

出
発
点

に

お

い

て
､

低
所
得
-
低
資
本

蓄
積
1
低
投
資
-
低
生

産
性
-
低
所
得
と
い

う
準
停
滞
に

お

け

る

貧
困
の

悪
循
環
か

ら

想
起

さ

れ

る

よ

う
に

､

私

的
･

社

会
的
な

物

的
資
本

蓄
哉
は

､

西

欧

諸

国
よ

り

低
か

ゥ

た

で

あ

ろ

う
｡

ま

た
､

一
冊

鴻

』



自
然
資
瀕
に

恵
ま
れ

て

い

た

わ

け

で

も

な
か

っ

た
｡

そ

の

上
､

市

場
へ

の

便
宜

と
い

う

点
で

も
､

近

く
に

大

市
場
を

も
っ

て

い

た

西

欧
諸

国
に

此

し
て

､

不

利
で

あ
っ

た
｡

外

国
か

ら

大

量
に

資
本
を

導
入

し
､

援
助

型
の

離
陸
を

行
っ

た
の

で

も

な
い
｡

日

本
の

工

業
化
が

起
動
し

､

離
陸
に

成
功
し
た

鍵
は

｢

や

は

り

前
近

代
に

お

け

る

人

的
資
本
の

蓄
積
と

そ

の

活
用
と

に

求
め

る

外

は

な
い

｡

所
得
や

物
的
資
本
の

蓄
積
水

準
の

西

欧
諸
国
に

此
し

て

の

低
さ

と

制
度
と

精
神
と
の

両

面
に

お

け

る

人

的
資
本

蓄

積
水

準
の

西

欧

諸
国
に

優
る

と

も

劣
ら
ぬ

高
さ

､

こ

の

ギ
ャ

ァ

プ

を

う
ま

く

利
用

す
る

こ

と
､

別
の

言

葉
で

い

え

ば
､

客
観
的
状
況
に

お

け

る

あ

る

れ

嶽
1

+

1

j

港
度
の

逆
境
と

主
体
の

側
に

お

け

る

人

的
資
本
の

高
い

蓄
積
上
の

苦
し

く

も

実
り

豊
か

な

結
婚
を

実
現
し

え

た

こ

と
､

こ

れ

が
､

日

本
の

エ

美
化
の

成
功
の

謎
を

解
く

鍵
で

は

な

い

か
､

と

私

は

息

1

フ
○

そ

し

て
､

そ

れ

は
､

明

治
･

大
正

･

昭

和
と

続
く
工

業
化
の

過

程
に

つ

い

て

も
､

さ

ら
に

ま

た

第
二

次

大

戦
後
の

戦
前
水
準
へ

の

回

復
と

先

進
諸

国
水

準
へ

の

急
迫

跡
に

つ

い

て

も
､

あ

て

は

ま
る

説
明

仮
説
で

あ
る

と

思
う

｡

日

本

経
済
が

工

業
化
の

過

程
に

突
入

し

て

か

ら

後
も

､

.
教
育
を

通

じ

て

人

的
資
本
を

更
新
し

続
け

そ

れ

に

よ
っ

て

高
度
成
長
を

持
続
し

た

と
い

う

点
に

つ

い

て

は
､

別
の

機
会
に

論
じ

た
い

と

思
う

｡

翔




