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                                   Summary
                                             '

   
'
 Japan  celebrates  her fiftyth anniversary  of  Jubilee after  the devastation of  the                                                       '

   second  World War. During the fifty years, she  has attained  a  remarkable  degree of

   prosperity. She enjoys  15.6%  shares  of  the whole  GNP  of  the  world,  while  the  shares

   of  USA  and  EC  are  each  26.3%  and  28.9%,  according  to  the  white  paper of  Japan

   (1993). . 
'
 

-

      Japan  is no  doubt happy with  the  fact of  prosperity, but she  is not  so  happy

   with  the recognition  of  porsperity by the people  as  a  whole.  For the remarkable

   majority  of  69.2% people answer,  that they don't fee! the richness  of  the country  in

   their real  lives, also  according  to the  above  mentioned  white  paper,

      The following paper discusses, why  so  many  people in Japan don't admit  the

   richness,  in spite  of  the  fact of  the  big national  income. The  paper contends;the

   main  reason  why  the rnajority  of  Japanese  don't admit  the  richne$s  is that they are

   happy with  the  
"results",

 but not  with  the 
"process",

      The  following paper  also  discusses, that Japanese  ecenomic  policy  faces now  the

   tisMefeulOiorChtahnege{imTeheofinhdeUrSl,rmYoPdOelinCiYzat(i.Soann.gY(OKUini:iiSkaak)u.) 
of

 
Japan

 
might

 
have

 
been

      But Japan enters  now  the new  era  of  
"internationalization"

 (Kokusaika). The

   paper  contends,  that Japanese  economic  policy must  change  from the industry policy

   to the new  order  policy ("Rahmenpolitik" in German).

                      '

   (Key Words:Deregulation,  the  fact of  prosperity, the recognition  of  prosperity,

   Industry policy, Order policy)

'lj  es xs

 Faculty  of  General  Education

NII-Electronic

125

 



Hokuriku University

NII-Electronic Library Service

Hokurlku 　Unlverslty

2 鉢 　野　正　樹

一
　序　論

　　 （1）　 豊か さの 事実 と豊か さの 実感

　 日本 は， ま もな く戦後 50年 を迎え る 。 50年 をへ て 日本経済 は，成長 し，繁栄 し，そ して発展

した 。

　 『経 済白書』 と い え ば，必ず と い っ て い い ほ ど思 い 出 さ れ る名 言の 一つ 「もは や 『戦後」 で

はな い 」
D

で 有名な昭和31年 （1956年）度 r年次経済報告」 は ， 戦後10年 の 日本経済を次 の よ

うに 述 べ た 。

　 「戦 後 10年 日本経済 は 目ざま しい 復興 を遂 げた。終戦直後 の あの 荒廃 した焦土の 上 に立 っ て，

生産規模や 国民生活が わず か 10年 に して こ こ ま で 回復す る と予想 した も の は恐 らく
一人 もあ る

まい 」
2〕

　そ れか らさ らに40年近 く， 「あ の 荒廃 した焦土」 を 目撃 した者 な ら誰で も ， 同 じ焦土 の 上 に

林立す る 巨大 な ビ ル 群 を眺め っ っ ，現代の 奇蹟 を み る思 い に か られ る で あろ う。 日本経済の 繁

栄 は ，ま こ と に見事 で あ っ た
。

そ して
， 日本 の 国家も ，

EC や ア メ リカ と同様 に 大 き な
， 豊 か

な ， 強 い 国家へ と変貌 しつ っ あ る
3）

。 しか し ，
こ の 変貌 の 途上 に お い て ， 日本は 豊か さ の 事実

に と もな わ な い豊 か さ の実感 とい う問題 に 直面 して い る 。

　 こ の点 に っ い て 平成 5年版 の 白書 は，総 理府に よ る 「日本 の 国民所得は世界の 最高水準に達

して い るが ， こ れ に 見合 うだ けの 生活の 豊 か さを実感 して い るか」
4）

の 問 い を と りあ げ， 「実感

して い る者が 22．4％，実感 して い な い 者が 692 ％」
5） に な ると述 べ て い る 。

　そ の う え で こ の 白書は ， 所得と生活実感 との 乖離の 理 由を 三 つ に分 けて 説 明 して い る 。 理 由

の 第一 は，住宅や社会資本 の よ うな ス ト ッ ク の 遅 れ の た め に ，「日本 は， フ ロ ーの 所得水 準が

立派 な割 に は， ス ト ッ ク が貧弱」
6）

で ある こ と，第二 は ，余暇時間，生活 の ゆ とりな ど の フ ロ
ー

の 所得で は表現 で きな い 側面 の あ る こ とを と りあ げ て ， 「い くら所得が 高 くて も， ゆ と り の な

い 生活 を して い た の で は，豊か さは実感 で きな い」
7） こ と，第三 に，日本 は物価 の 」二昇率 で は

世界 で
一番安定 して い るが，価格 そ の も の の 「絶対 レ ベ ル 」

8）
で は先進 諸国 よ り割高で あ る こ

とか ら生 じる内外価格差 を と りあ げ ， 「国際的に み て 所得水準が 高 くて も， そ れが 国際 的 に み

て 高 い 物価 に よ っ て 割 り引 か れ て し ま っ て い る た め ， 実質 的 な 所 得 は そ れ ほ ど高 く な

い 」
9）

こ とと して い る σ

　白書が豊か さ の 事実 と実感 と の 乖離を は じ め て 問題 に した 時期 は 早 く，
1960年代の 高度経済

成長が 終 り に近づ い て い た昭和 44年 （1969年）度白書に お い て で あ っ た 。 平成 5年度と同 じく，

こ の 白書 も総理 府の 「国民生活に 関す る世論調査 」を も と に して ，国民 の 生活上 の 不満の 経済

面か ら の 理 由が ， 「物価高や 低収入 と い う
一般的な経済問題 の ほか に，住宅 問題，公 共施設 な

ど に対す る不満感」
1D）

にあ り，こ れ に加え て 社会面か らの 理 由が ， 「繁栄 の 支え に な っ た急速 な

技術革新 も
一

面で は ， 中高年齢層や若年齢層の 聞に， こ れ に対す る 適応 の 問題か ら不安感や 不

満感 を高め て い る」
11） こ と

， 戦後世代の 成長と 高等教育の 普及 に よ っ て
， 新 し い 世代 と古い 世

代と の 間に意識の 断層が 生 じ， 「こ れ は世代 問 の 対話を 断絶 させ ，両世 代 の 不満 を 高 め て い

る」
12）

こ と， 「情報化 の 進展 に よ っ て 生 まれ る 「管理 され た社会』 に対 す る い わば拒絶反応 が生

じて い る」
13）

こ と，「やや もすれば組織が持 ちが ちな非人間性 に対す る漠然 と した不安が不満感

とな っ て 」
14） い る こ とを あ げて い る 。

126

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Hokuriku University

NII-Electronic Library Service

Hokurlku 　Unlverslty

経済白書か らみ た戦後 日 本経済の 歩み 3

　　 （2） 豊か さと い う結果 と豊か さ へ の過 程

　昭和44年度白書が い ち早 く高度経済成長 の 末期 に と りあ げた ， 豊か さ の 事実 と実感 と の 乖離

に かか わ る問題 は，戦後50年の 日本経済の 歩み を回顧 し，新 しい 世紀 を展望 す る に 際し て 極め

て 重要な視点 をなす 。 そ の 理由を，昭和44年度白書の 理 由 の 分析 と関連 さ せ ，白書 と は別の 次

元 に の せ て 展開 して みた い 。

　白書が と りあげた，豊かさの 事実 に ともな わ な い 豊かさ の実感 と い う問題 は別 の 次元 で は ，

豊 か さ と い う結果は 評価 して も豊 か さへ の 過程に つ い て は，こ れを評価で きな い 国民 が多数 い

る と い う こ と で あ る。

　総理府 の 世論調査 で ， 70％近 い 国民が豊か さ を実感 しな い と答 え た と い う こ とは無視で きな

い 事実で あ る
。 白書の あ げ た 理 由は ，

そ れ ぞ れ も っ と も と うな づ け る も の ば か りで あ る 。 しか

し， それ らが 充分に 改善された と して も， も し，結果に い た る過程が多数の 国民 の賛 同と共感

とをえ な けれ ば，豊 か さを実感 で きな い と い う問題 は根本的 に は解決 され な い 。

　人間 は誰で も ， 他者の 意志 に服従 して あ げた成果 に は満足 しな い
。 自己 の 自由な判断 と，決

意 と，実践 と に よ っ て あ げた成果 に は 満足す る 。 国民の 多数が，豊か さ の事実 は認め て も，豊

か さ の 実感 を認 め な い と い うの は ， 達成され た結果で はな く， そ こ に到達す る過程 に国民 の 多

数 が満足 して い な い か らで ある 。 した が っ て ， こ れ か らは 国民 の 多数 が，結果だ けで な く過程

に も満足 で きる よ うに，そ れ に ふ さわ しい 経済秩序を探究 し， 経済体制を形成 して 行 く こ とが

経済政策 の 課題 とな る 。

　国民の 多数が ，そ の 過程 に も満足で きる よ うな経済秩序 と は，価格以 外の な に もの に も拘束

され な い で ，す べ て の 経済活動が外部不経済な どの 社会道徳上 の 問題以 外は市場調整 だ け に ま

か せ られ る市場経済 で あ る 。 しか も，価格が な る べ く寡 占企業 や独 占企業 な どの 権力行使 に よ

らず，競争市場に よ っ て 決ま る市場経済で あ る。 さ らに，政府 の 権力行使 も必要最少限度 に制

限され ， 政府規模 が限定 された経済体制で あ る 。

　確か に，国民 の 経済活動 は外部不経済にか か わ る こ と の 他に も ， 市場で の 売買 ， 貸借 ， 取 引

関係に 限定され ず ， 企 業内部で の 労働 ， 政府 と の 関係で は納税 な ど多方面 に わ た る 。 しか し，

い ずれ の 経済活動 も，競争市場 で の 価格の よ う に 総合意志 に よ っ て の み 規制 さ れ る よ う に 各方

面 の シ ス テ ム を構成 して 行 くこ とが重要で あ る。な ぜ な ら，寡 占や独占や政府 の よ うな特定意

志 の 定め ると こ ろ に は，人間 は服従す る こ と に抵抗を覚え るか らで ある 。

　人間 は誰で も，そ の相手 が特定 で きる よ うな特定意志 に権力を も っ て 服従 させ られ る こ と は

好まな い
。 それ が政府の 行使す る公的権力で あ っ て も，企業の 行使す る私的権力で あ っ て も同

じで ある 。 したが っ て ，経済活動 が，権力行使 か ら解放 され国民に 自由と選択を許容しなが ら，

しか も混乱 に 陥る こ とな く機能 して 行 くよ うな経済秩序 を探究 し ， 経済体制を形成す る こ とが ，

豊 かさを事実 として だけで な く，実感 として も評価で きる経済社会の た めには必要で あ る 。 こ

の た め に は ， 今ま で 発見 され て きた経済 の 自己調整 の メ カ ニ ズ ム を で きるだ け各方面 に 生か す

こ とが必要で あ る 。 こ の よ うな メ カ ＝ ズ ム の な い と こ ろ で は，例え ば，金本位制の な い 今日 の

管理通貨制 で の マ ネーサ プ ラ イ の
一定 の 増加率 の よ う に ，総合意志 に よ る ル

ー
ル を設定す る こ

とが 必要 で ある 。

　 こ の よ うな経済体制 が つ くられ れば ， 国民 の 多数 は自己の 決断 に 自己の 責任を と る よ うに な

る 。 こ れに よ っ て ，国民 は結果 だけで はな く過程に も満足 し，豊か さを実感す るよ う に な る 。
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　　 （3 ） 豊か さへ の 過程 と規制緩和

　経済活動の 過程か ら公的権力の 行使で あ る許可 ， 認可 ， 届 出な ど の 規制 を解除すれ ば，経済

主体 の 自由な責任あ る活動 が 展開す るはず で ある 。 そ こ で ，豊か さへ の 過 程と規制緩和 の 関係

を次に 検討す る 。

　昭和58年 （1983年）度白書は， ア メ リ カ や イ ギ リ ス か ら生 じ て きた規制緩和の 動向に つ い て

次 の よ うに 述 べ た 。

　「欧米主 要国が
一

様に 『大 きな政府』 を有 して い る の は，政府 の活動領域 を積極 的に拡 大 し，

また様 々 な形で 民間経済活動 へ の 公的介 入を強め て きた こ との 当然 の 帰結で あ る 。 そ れ は ， あ

る意味で は 『福祉国家』 へ の 歩み が もた らした
一

っ の結果 とも い え よ う。

　 しか し， 最近わが国 の みな らず，主要先進国 におい て も，「大 きな政府』 を見直 し，『小 さな

政府』を指向す る動 きが
一

つ の 潮流と な っ て い る 。 こ れ は ，
い たず らに 政府活動 の領域が 拡大

す る こ と は ， 望 まし い 結果 だ けを もた らすとは限 らず，む しろ弊害す ら招来 しか ね な い との 認

識 が 強 ま っ て きた た め と考え られ る」
15）

　 ア メ リ カ の 規制緩和 は ，
レ
ー

ガ ン 大統領 の 1981年 2月の 「経済再生 計画」に よ る と 、 「1 歳

出の 伸びの 大幅な抑制， 2 多年度 に わ た る大規模な減税， 3 政府規制 の 緩和 ， 4 安定的 な

金融政策」
1fi）

の 四 本柱の
一

つ で あ っ た 。 「経済再生計画」 は，政府の 財政収支 を歳入 と歳出の 両

面か ら縮小 しこれに よ っ て 公共部門を 「小 さな政府」 に 移行 さ せ る と同時に，通貨 の 安定 と規

制緩和とに よ っ て 民間部門で の 活力出現 を期待 した も の で あ っ た 。

　 日本の 国民総生産に 占め る
一

般政府支 出 （中央政府 と地方政府 と政府機関） に よ っ て み た政

府規模は次第に 欧米に 近づ き つ つ はあ る もの の
， 欧米 に 比 べ る と まだ小さ い

。 そ の 理 由は ， 日

本に 消防， 国防， 警察等 の 公 共財に 関連 して 防衛費支出が少なか っ た こ と，年金支給が本格化

して い な い こ とな ど に よ る社会保障費が 少なか っ た こ と，道路，鉄道，空港，港湾，情報通信

関連施設 ， 上下水道 ， 都市公 園等 の 準公 共財 （社会資本）な ど の 固定投資支出が少なか っ た こ

と に よ る 。

　以上 の こ とを逆 に い えば ， 欧米で は 日本に比 べ て 公共財 ， 準公共財， 社会保障が充実 して い

る とい うこ と で ある 。 そ の 必然 の結果が ， 政府規模 の 拡大 で あ っ た 。 そ の 背後 に は，1930年代

以 降世界恐慌を契機に採用 され た ケイ ン ズ の 完全雇用政策 と ， 福祉政策 とが 政策要因とな っ て

い る Q

　 日本で は
， 規制緩和は 政府規模が 民間部門の 活力を 奪い と っ て い る と い う問題か らで は な く，

二 つ の 石油危機 の 後で 1980年代に財政赤字と国債発行 の 急増が お こ り， 1981年 3月 に臨時行政

調査会が 発足 して 「増税な き財政再建」 をめ ざす こ と に な っ たか らで あ る
1の

。

　昭和 40年 （1965年）不況 に際 して ，戦後 は じめ て の 赤字国債が租税収入が当初の 見積を下回 っ

たた め に そ の 穴埋め に 発行された 。 それ 以 降 建設国債を主 とす る国債の 発行 は継 続さ れ た 。

昭和 41年 （1966年）度 白書 は，戦後 は じめ て の 国債の 発行 に っ い て ，そ の 理由を歳入補填 と い

う消極的な 目的 だ けで な く， 社会資本 の 充実 ， 社会保障の 拡大， 景気 の 安定 ， 成長 の 実現 な ど

積極 的な 目的の ため で あ る と説明 した
18）

。

　そ の 後 10年 した 1975年 に 第一次石油危機 に よ る イ ン フ レ
ー

シ ョ ン が生 じ， こ れ に よ る歳入補

填の た め に赤字国債 が再 び発行 され た 。 公債依存度はそれ以 降年ごと に上昇 し，1980年代 に入 っ

て 財政再建の た め の 対応が検討 され る よ うに な っ た 。 こ の よ うに ，日本 で の 規制緩和 は，政府
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規模が 拡大 した後 の もの で な く， そ の 途上 で 採用 され た もの だ っ た 。

　昭和56年 （1981年）度 ， 昭和 58年 （1983年）度，平成元年 （1989年）度 白書 は ， そ れ ぞれ政

府規制 をうける産業が 産業全体 の 40％ に な る こ と ， 強い 規制 の も の が 20％ ある こ と
， 公的規制

の 件数 も 1万件以上 に な る と述 べ て い る
19）

。 昭和56年度白書は 規制緩和が 必 要で あ る こ とを ，

次の よ う に述 べ た 。

　「規制制度が導入 され た の に は ， 理 由が あ っ て の こ と で ある が，経済環境 の 変化等 に よ っ て

は許認可制度等 に よ る新規参入抑制，限界 的企業 の 温存，価格の 下方硬直性，生産活動の 非効

率化，資源配分の 歪 み等を もた らす可能性 は否定 で きず，競争性を維持 ・向上 させ て い くため

に ，
こ れ らを見直 して い くこ と も重要で あ ろ う」

m ）

　以上 の よ う に ， 白書が 規制緩和に っ い て も っ て い る関心は，経済活動 の 効率 とい うこ とで あ っ

て ，経済活動 の 自由 と い うこ とで はな い
。 しか し ， 規制緩和 の 目的は単 に効率の 達成 と い う こ

とだ けに と どま らず ， 自由の 実現で ある こ とが望 ま し い
。 な ぜ な ら， 豊か さ と い う結果だけ で

な く豊か さ へ の 過程を重視する こ とが豊か さを実感す るため の 条件 だとす る立場 か らは，規制

緩和は効率 の た めだ けで な く，自由 の た め で もあ るか らだ 。

二 　 7年を 一期と時代区分 した戦後 日本経済 の 歩 み

　敗戦 に よ っ て 日本 は，250万人以上 の 人命 を失 い
21）

， 総面積 の 44％ に 当た る朝鮮 ， 台湾 ， 満

州 な ど の 植民地 を失 い
za）

， な に よ りも国家の 生命で ある主権 を失 っ た 。 人命 は と りも どすす べ

はな く，植民地は と りもどす べ き もの で な く， 主権だ けは戦後 7年を へ て 1952年に 日本に か え

され 日本は再び独立国家 と な っ た 。 日本が い か な る国家に も隷従 しな い
， 独立国家で あ る こ と

を疑 う者は い な い
。 しか し ， 独立国家 の 要件 と して ， こ れ こ そ 日本 の もの だ と い っ て 世界 に 明

示 で きる 固有の 経済秩序 や経済体制 を 日本 が もっ か ど うか に あ る とす る と ， 果 して ， 日本 は こ

の よ うな意味で 独立国家で あ ると断言で きるだ ろ うか 。

　敢 え て ，か か る問い を立 て る こ と に よ っ て 独立 国家日本 の 現実を問い
， そ の 経済体制 の真価

を戦後50年にわ た る歩み の な かで糾 して み た い
。

　古代 イ ス ラ エ ル の 律法に は ， 50年に
一
度巡 っ て くる ヨ ベ ル の年 と い うもの が ある

es）
。 こ の 年

に は，な に か の 理 由で 身を売 り，土地を売 り ， 家屋 を売 っ た者が ， 相当 の 代価 さえ払え ば人手

に渡 っ て い た身や土地や 家屋 を買 い もどす こ とが で きた 。 買 い と っ た者 は， ヨ ベ ル の年 に な る

と売 っ た者 に 買い もど しの 権利を こ ばむ こ とが で きなか っ た 。 そ こ で ，
ヨ ベ ル の 年は ， なにか

を失 っ た者 に と っ て は，そ れを再び回復で きる解放 と喜 び の 年で あ っ た 。

　 日本 もまた古代イ ス ラ エ ル の 律法に 即 して い えば ， 終戦以 来は じめ て の ヨ ベ ル の 年を迎 え よ

うと して い る 。 確 か に ，日本 が戦争 に よ っ て 失 っ た も の は ， 国家の 主 権を は じめ地位も名誉も

回復す べ き も の はす べ て 回復 した。 しか し， 今
一

度 日本 は，自己固有 の 経済秩序 と経済体制 と

を回復す る と い う意味で ヨ ベ ル の 年 を記念 して もよ い の で はな い だ ろ うか 。 回復 と い っ て も ，

それ は戦前 の 古 い 日本に 帰 る と い う こ と で は な い 。 50年を へ た今 日 の 日本に ふ さわ し い新 し い

経済秩序と経済体制 とを ， 自己固有 の もの と して 確立す る こ とで あ る 。

　 ヨ ベ ル の 年 は ， 7 年に 一度巡 っ て くる安息年 を 7回数え た49年 目の 次の 年 と定 ま っ て い た 。

こ れ に準 じて ，戦後 日本経済 を 7 年 を一期 と区分 して ，そ の 50年の 歩み を回顧 する こ と に し よ
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う。

　　 （1）　第
一

期　荒廃か ら の復興期　一 1945年 一51年 一

　 第一期 「荒廃 か らの復興期」 に は，「食料メ
ー

デ
ー

」（米 よ こ せ 運動 ） が あ り，「3 月 危機」

が あ り，「経済緊急対策」 が あ り， 「経済安定九原則」が あり，朝鮮動乱が あ り， 動乱 ブ
ーム 後

の 調整 が あ っ た 。 波乱に み ちた こ の 7年 を，白書に従い 回顧 して み よ う。

　 1945年 ：終戦直後 の 日本経済を ， それか ら 7年後の 昭和27年 （1952年）度 r年次経済報告』

は次 の よ うに述 べ た 。

　 「終戦直後の 日本経済 は ほ とん ど麻痺状態 に陥 っ て い た 。 44％ に お よぶ領 土 の 喪失 ，終 戦後

2年間で 600余万人 に も達す る人 口 の 増加 （そ の 大半 は 海外 よ りの 復 員者， 引揚者）非軍事的

な も の だ けで も4兆 2千億円 （昭和 23年末公定価格）を算す る戦争被害，そ の 他住 宅，工 場，

輸送設備，河川，道路 ， 山林な ど の 損耗荒廃 ， 貿易の 途絶等々 ，直接間接に敗戦 に伴 う重圧が

日本経済 の 上に の しか か っ て い た」
an）

　 1946年 ： 終戦 か ら 2年 間 （1945，
46年）， 日本経済 を襲 っ た最大 の 問題 は 食料危 機 とイ ン フ

レ
ー

シ ョ ン で あ っ た 。 生産 と流通 と の 両面か ら生 じ た 食料 問題 は ，
1946年に は社会不安を生 じ

る ま で に 発展 した
25）

。

　 1947年 ： こ の 年の 7月に ， 日本で 最初 の 白書 で あ る 『経済實相報告書』が発刊 され た 。 1 月

に は ， 「傾斜生産方式」 が は じま っ て い た 。 同時に 「復興金融金庫」が設立 され て ，「傾斜生産

方式」 を資金 の面 で 補完 した 。

　「傾斜生産方式」 は ， 輸入重油を鉄鋼 の増産 に あて ，
こ れ を炭鉱 の 鋼材 と して 傾斜配 給 し こ

こ か ら生 じた石炭 の 増産 を，鋼材 と石炭 の さ らな る増産 に利用す る こ と に よ っ て ，石炭 と鉄鋼

の 生産を相互循環的 に 上昇 させ る狙 い で 実施さ れ た
as）

。

　戦後最初 の 白書は，「国の 財政 も，重要企業 も，国民 の 家計も，
い ず れ も赤字」

2D
の 名言 で 有

名で あるが，白書が 「赤字」 とい う表現 で 国民に 訴え た の は，赤字 の 継続に よ っ て 国民経済が

縮小再生産 に 陥る こ と で あ っ た 。 縮小再生 産を拡大再生産へ と転 じるに は ， 国土 の 荒廃と，企

業設備 の 老朽化 と，国民体位の 低下 とを防止す る必要 が あ る と して ，白書 は次の よ うに論 じた。

　「再生産 の 規模が だん だ ん小さ くな りっ っ ある と い うの は，具体的に例示す れ ば ， ど う い う

こ とを意味する の で あろ うか 。 元来 ， 生産 は土地 と資本設備 （機械 とか工 場の 建物 とか） と人

力を も っ て な され ，
こ れ 等 の 生産要素 の 各 々 が， っ づ けて生産に寄与 しうるた め に は ， た えず

消耗を お ぎな い ，故障を な お して い かな けれ ばな らな い 」
za）

　1948年 ： 1947年 6 月 に 実施 された 「経済緊急対策」 に っ い て の ，翌昭和 23年 （1948年）度

「経済情勢報告書』 に よ る評価 は，次の よ うで あ っ た 。

　「こ れ らの 諸施策 は，実行の 面 に おい て 種 々 不満の 点 もあ っ た け れ ど も， そ の 後 の 経 済 の 推

移 か らみ れ ば，生産 の 回復 とイ ン フ レ ー シ ョ ン の 解決 の 基礎 を作 り，国民 生活 を徐々 に で はあ

るが改善 の 方向に 向けて ゆ く端緒 をひ ら くこ とに な っ た と認 め られ る」
ve）

　1949年 ： こ の 年 の 2 月 に， ア メ リカ 公使 ドッ ジ が来 日 して ， 「経済安定九原 則」 を経 済安定

計画 に よ っ て 実行 した 。 1949年は ， 戦後50年の 日本経済 の運営が 政府主導型 と な るか市場主 導

型 とな る か を定 め る うえ で 分岐点 とな る年で あ っ た 。

　昭和 25年 （1950年）度 『経済現況報告』 は1949年 の 日本経済 に つ い て ，次 の よ うに 述 べ て い
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る 。

　「昭和24年は終戦後 の 日本経済 に と っ て まさに質的転換 の 年で あ っ た 。 経 済九原 則 に 基 く安

定計画の推進 によ っ て 日本経済 はあわ た だ し い変貌 をとげた 。 もとよ り こ の 計画 の 究極の 目標

は政治的独立 の 前提 と して の経済的 自立 に ある こ とは い うま で もな い が ， そ の 構想 は， まず こ

れ を達成す る手段と して イ ン フ レ ーシ ョ ン の 収束 と自由経済の 復位 をはか り ， 経済現象に 対す

る価格機能本来 の 調整作用を復活せ しめ
，

これに よ っ て もた らされ た経済正常化 の 成果 を して

将来 の 経済発展 と自立達成 の 基礎 た らしめん とする と こ ろ に あ っ た」
e°）

　経済安定計画は ， 1949年度の 新予算 か ら実施 され た 。 ド ッ ジ の 経済安定計画の 重点は ， イ ン

フ レーシ ョ ン の 収束 と自由経済 へ の復帰で あ っ た
31 〕

。
こ の た め の 具体的措置 と して ，均 衡財 政

の 確立 と単一
レ
ー

トの 設定 とが行わ れ た
32）

。 均衡財政 に っ い て は，
一

般会計 だ けで な く，特別

会計 ， 政府機関収支 ま で 含 む総合財政 の 均衡 で あ っ た
SS）

。
こ の た め に ， 政府投資 は 削減 され ，

補給金 は漸減 さ れ
， 復金イ ン フ レ の 原因で あ っ た復興金融金庫 の 貸出は停止 され た

M ）
。

　単
一

レ ート は ， 複数 レ ー ト の段階を へ な い で 一挙 に単一
レ
ー トへ の 移行が され た

es）
。 1949年

時点 で ，円と ドル と の 交換比率を輸入品 と輸 出品の 個 々 の 品目で 比較す る と，一般に 食料や 原

料 の 多い 輸入品で は円高に な っ た 。 例 え 1弍 輸入品の 小麦で 比較す る と 1 ド ル は 165円 に 換算

され た
as）

。 こ れ に 対 して ，輸 出品で は，例 え ば繊維製品の 綿糸で は 1 ドル は250 円 とな っ て ド

ル は高 く，円は安 くな っ た
en

。 同じ輸出品 で も ， 機械類 の 自動車 で は 1 ドル は 430円 とな っ て

さ ら に 円安 に換算 され た
99）

。 1949年 に定 め られた 1 ドル 360円の 固定 レ
ー

トは ， 輸入 品 の 交換

比率で な く，輸 出品の 交換比率に近 い交 換 レ
ー

トで あ り， 日本か らア メ リ カ へ の 輸 出の 便宜 が

配 慮 され て い た
。

　戦後イ ン フ レ を解決 する ため に 発表 さ れ た 日本側 か らの 「経済緊急対策」 と ア メ リ カ側か ら

の 「経済安定九原則」 とを比較 して み る と，そ の 表面の 表現だ け とれ ば両者 と も に統制 に よ る

物価の 安定を意 図して い る よ う に うけ とれ る 。 しか し，両者 は そ の 運 用 の 段 階で ， 日本側 の

「経済緊急対策」 は生産サ イ ドか ら， ア メ リカ側 の 「経済安定九原則」 は貨幣サ イ ドか らの 物

価安定 の 政策 と して 鮮明 な相違 を み せ た 。 ド ッ ジ に よ る経 済安定計 画 を 解説 した昭和 27年

（1952年）度 白書 の 次 の 言葉 は ，イ ン フ レ へ の 生産サ イ ドか ら の 対応 と貨幣サ イ ドか ら の 対 応

の相違 を生 き生 きと描 きだ して い る 。
こ れ は同時に ， 経済運 営に関 して の 政府主導型か市場主

導型 か の 相違 を もふ くん で い た 。

　「そ の 構想 の重点 は イ ン フ レ
ー

シ ョ ン の 収束 と自由経済 の 復帰に あ る 。 イ ン フ レ に よ る生 産

増強がすで に限度に到達 し， 経済秩序 の 混乱の み を助長 して い る と い う基礎認識 に基 き，生産

復興 よ りまず （通 貨　　筆者註）安定を 主眼 と し，安定 した （通貨 一 筆者註）基盤 の 上 に 自

力復興の 種子 を育 て る とい うね ら い にお い て ， そ の 以 前か ら日本側で 独 自に 行われ て い た 「中

間安定論』 が イ ン フ レ を徐々 に 抑え ， 安定恐慌 の 発生 を避 けな が ら，同時 に生産復興をはか ろ

うとす る の と異 っ て い た」
se）

　1950年 ： 1949年の 経済安定計画 に よ っ て イ ン フ レ ーシ ョ ン は完全 に収束 し，物価統制 も不要

に な っ た 。 しか し，世界市場 が買 い手市場 とな り，イ ギ リス の ポ ン ドの 切下げ もあ っ て 輸出が

困難 に な る と，日本 で は 国内市場 の 金融引締 め に よ る需要 の 縮小を輸 出に よ っ て カ バ ー
す る こ

とが で きな くな っ た
4°）

。
こ の た め滞貨が増大 し， 生産活動が停 滞 し，失業者 も増加 した 。 こ の

不況を打開 した の は ， 3月頃か らは じま っ た国際情勢 の 緊張 で あ っ た 。 これ に よ っ て ， 戦略物
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資 の 輸 出が 伸 び は じめ た 。 そ して ， 6月 に朝鮮動乱 が勃発 す る と経済 の 様相は
一
変 し た

。

　1951年 ： 2 月頃よ り，動乱景気に も反動傾 向が あらわ れ， 日本経済 は 調整期 に は い っ た 。 欧

米各 国に お け る軍拡の ひ きの ば し，基礎物資 （錫，ゴ ム ） の 生 産 の 増 大，世界各国 の 輸入制限

措置に よ る 海外需要の 後退か ら投資需要 も停滞 した
4D

。

　　 （2）　 第二 期　重化学工 業化 へ の 転換期　
一 1952年一58年 一

　第二 期は ， 動乱 ブ ーム 後の 調整か らの 景気の 回復 に は じま り，神武景気 と い われた 1955年か

ら56年 に わた る 2年余 りの 景気拡大 を へ て ， 57年 の 戦後で 最 も長 い と い わ れ た な べ 底景気 と そ

れ か ら の 回復 で お わ っ た 。

　 こ の 期間に は ，
1953年 一54年 に か け て の 貿易収支 の 悪化か らの 景気後退が あ り，神武景気を

支え た数量景気 と投資景気 とが あ り， 1957年 の 同 じ く国際収支の 赤字 か らの 景気後退があ っ た 。

　昭和 27年 （1952年）度 白書 は，日本 の 重化学工 業化を次 の よ うに 述 べ た 。白書 が，日本経済

の 方 向を い ち早 く予測 した す ぐれた
一

例で あ っ た 。

　「今後 日本経済が 発展す る上に ，貿易の 回復が重要 な 一環 で あ る こ と は い うまで もな い が ，

そ の 場合後に も指摘する よ うな ア ジ ヤ諸国 の 軽工 業化と い う事情か ら，繊維を中心 に して 輸出

を伸 ば しうる余地 は少 な い の で ， 結局貿易構成 の 重点を重化学工 業品 へ 移行せ ざ る を え な い で

あ ろ う」
4e ）

　重化学工 業化へ と進展 した こ の 期間 の 日 本経済を ， 各年度 の 白書 に よ っ て 跡づ け て み よ う 。

　 1952年 ： こ の 年 は，動乱 ブーム 後 の 調整か らの 回復の ときで あ っ た 。 景気回復 を リ
ー ド した

の は，個人消費で あ っ た 。 国民総支出に し め る個人消費 の 割合 は，前年 の 58％か ら62％ へ と増

加 した
43）

。

　1953年 ： 個人消費 の 増加 に よ っ て 回復 した景気 は，国 内経済水準 （個人消費と民間設備投資）

の 上昇 に よ る貿易水準 （貿易収支） の 悪化 に よ っ て 再び後退す る こ と に な っ た
“〕

。 国内 の 供給

を上 ま わ る国内の 需要が輸入超過 を生 じ，貿 易収支を悪化 さ せ た 。 国内の 供給 を上 ま わ る国内

の 需要 は，貯蓄を上 まわ る投資 の 結果 で あ っ た。貯蓄を上 まわ る投資が生 じた の は，銀行 の 信

用創造の 結果で あ っ た 。

　 1954年 ： 1953年 の 国際収支 の危機 に は ，緊縮政策 に よ る 解決 が は か られ た 。 緊縮政策 は ，金

融引締め と財政投資の 削減 に よ っ て 行われ た 。 日銀信用 の 減少に よ っ て 物価は下落 して ， 国際

価格 に接近 した 。 デ フ レ圧力が輸 出を増加 させ ， 国際収支 は改善 して 景気 は底入れ した 。

　1955年 ：1954年 11月を底 に，景気は 回復 した 。 1955年は ， 神武景気 の 年にあ た る。 世界 の 工

業 ブ ーム に 助 け られ て ， 輸 出 ， 工 業生産 ， 国民所得 と もに 著 しく増加 した 。 物価騰貴 な き経 済

拡大が ， こ の年 に は 実現 した 。 こ れ を価格景気 に対 して ，数量景気 と い う 。 三 種 の 神器 と よ ば

れた 白黒 テ レ ビ，電気洗濯機，電気冷蔵庫 な ど耐久 消費財 の ブーム が は じま っ た の は， こ の 頃

の こ と で あ っ た 。 こ の 年に っ い て ，昭和31年 （1956年）度白書は 「戦後経済最良 の年」 と表現

した
45）

。

　1956年 ： 神武以 来 の 好況 は ， こ の 年に も継続 した 。 鉱工 業生産 と国民所得 の 成長率は ， 世界

一 とな っ た 。 景気拡大 は前年 の 数量景気 に対 して ，投資景気 と呼ば れ た 。 投資 の 年間増加率 は，

60％ に も な っ た
46）

。

　1957年 1 こ の 年 の 6月を 山に ， 2年余りつ づ い た神武景気は反転した 。 2年っ つ い た投資ブー
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ム に ， 反動が きた 。 しか し， 旺 盛な投資意欲 は 日本経済 の重化学工 業化 をお し進め た。
こ れ は ，

限界資本係数 （売上高の 増加率 に対 する資本 の 増加率 の 比）が高 くな っ た こ とか ら も明 らか で

あ る 。 ただ し， 旺盛な投資意欲 は 日本 に お い て は ， 物価騰貴 が おこ る前 に 国際収支を悪化 さ せ

た
4De

　1958年 ；1957年 の 半ばを山に ，景気 は後退 した。景気後退 の 期間こ そ戦後最長で あ っ た が ，

不況 感 の 乏 しい 後退 で あ っ た 。 こ の た あ こ の 時期は ， な べ 底景気 と呼ばれ て い る 。

　昭和26年度 白書が予測 した 日本経済 の重化学工 業化は ， 昭和34年度白書にお い て も確認 され

て い る 。 白書は ， 次 の よ う に述 べ て い る 。

　「第二 次産業 内部の 構造近代化 は い っ そ うはげ し く，第 30図 （略） に示す ご と く重化学工 業

化 の 急 テ ン ポ な進展が み られた 。 繊維 ， 紙 パ ル プ ， 窯業な ど の 比重 が下が り， 金属 機械，化

学工 業 の割合が高ま っ て い る 。 こ の た め製造工 業 の 付加価値構成 に お け る重化学工業 の 比重は

戦後 も30年 に 至 るま で ，な が ら く 5割 で 推移 した もの が 32年 に は 6割 に な っ た 。 さ らに 各業種

の 中で も繊維工業で は ， 綿 ， 人 絹か ら合成繊維 へ ，化学工業 で は肥料か ら石油化学 と有機合成

化学 へ ，機械工業で は船舶 や繊維機械 か ら自動車 や 耐久消 費財 へ と発展 の 重点 が 移 り っ っ あ

る」
va）

　　（3）　第三 期　技術革新 と消費革命 と によ る成長期　
一 1959年一65年 一

　第三期 は ， な べ 底景気後 の 岩 戸景気で は じま り， 小 さな調整期 と オ リ ン ピ ッ ク 景気 をへ て ，

40年不況 （1965年）で お わ る 。

　 こ の 期間に は ， 所得倍増計画が あ り，為替 と貿易 の 自由化が あ り， IMF （国際通貨基金）の

貿易収支 の 悪化を理 由に 貿易制限が で きな い 8条国 へ の 移行が あ り， OECD （経済協 力機構 ）

へ の 加盟 が あ り，そ して 資本の 自由化が あ っ た 。 1960年代 は，日本経済 の封鎖体制か ら開放体

制 へ の 移行 の は じま りで もあ っ た 。

　第三 期 が，重化学工業 の なかの と りわ け機械工 業 （自動車 と電子工 業）の 発展の と きだ とす

る予測 を ， 第二 期 の 重化学工業化 の とき と同様に ， 白書はす で に第三 期 の 前年 （1958年）に だ

して い る 。

　「自動車工業 な ど高度 の 組立工 業が 発展す る こ とは，工 作機械 や鋳鍛造品，ダイ カ ス ト製品，

ネ ジ な ど の 機械共通 部品な ど基 礎部門の 市場拡大の た め に大 きな効果が あ る 。 こ れ ら部門 の立

ちお くれ は こ れ まで わが 国機械 工業 の 技術発展を制約 して きた要因で ある 。 た とえ ば 自動車工

業が発展 すれ ば ，
こ れ ら基礎部門が多機種少量生産体制か ら量産専門化体制へ 移行す る こ と も

可能 と な り，機械工 業全 体 と して よ り大 きな技術発展 を期待 しうる で あ ろ う」
49）

　 こ の 期間が 「技術革新 と消費革命に よ る成長期」 で あ っ た こ と は ， 景気後退 の あ っ た 1962年

度 と65年度 を別に す る と ， 生産で は実質経済成長率が低 い 年度 で 9．7％ ， 高 い 年度 で は 12．0％

に ， 消費 で は最終消費支出 （実質） の 前 年比 が 低 い 年 度 で も9．5％，高い 年度で は 10，4％ に ，

投資で は企業設備 （実質） の 前年比 が低 い 年度で 12．4％ ， 高い 年度で は39．6％ に もな っ て い た

こ と に よ っ て 明 らか で あ る
m）

。

　 1960年代 は，世界的 に も 「黄 金の 60年代」 と よ ば れ た 。 世界経済 は， 1960年代 に 復興投 資，

技術革新投資を う けっ い で 自由貿易体制に よ る繁栄を達成 した Q こ の よ うな世界経済を背景に

した日本経済 の 発展 を ， 各年度 の 白書 に よ っ て た ど っ て み よ う。

133

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Hokuriku University

NII-Electronic Library Service

Hokurlku 　Unlverslty

10 鉢　野　正　樹

　 1959年 ： こ の年 は，岩戸景気の 2年 目で あ っ た 。 日本経済 は国際経済 の 発展 に め ぐまれ，な

べ 底景気を脱 して 急速 な拡大 をは じめ た 。 経済成長 に と っ て の 3 つ の 難関， 物価 の 安定 ， 国際

収支 の 均衡 ， 雇用 の 改善 を 同時 に乗 りこ え た
s1）

。

　 1960年 ： こ の 年 の 特徴 は，「息 の 長い 繁栄の 達成」 で あ っ た
se）

。 岩戸 景気 は 3 年 目をむ か え

た
。

こ れ ま で ， 日本経済 は景気拡大 が 2 年 もつ づ くと ， 景気 は過熱 し国際収支 と そ れ に と もな

う外貨 （輸入資金 ）が 危機 に 見舞わ れ，金融引締め が 発動 さ れ た
。 岩戸景気で は

， 危機の到来

は 3年 して もまだ こ なか っ た。政府 の 「所得倍増計画」 は ， 企業に
一
段 と積極的な設備投資意

欲を もた せ た 。

　 1961年 ： 3 年 っ づ きの 高成長 の終着点 と して ，国際収支 の悪化が 生 じた 。 景気 の 山か ら谷 へ

の 反転 が，国際収支の 悪化で あ る と い うパ タ
ー

ン は岩戸景気の お わ りに も くりか え され た 。

　 1962年 ： こ の 年 は ， 景気の 谷をむ か え た 。 しか し ， 景気調整の 間に 国際収支の 早期改善 が 達

成 され た 。 動乱 ブーム 後 （1954年）や神武景気後 （1957年） の 景気調整 に くらべ る と生産 ， 物

価 ， 雇用 と も に 減退 はわずか で あ っ た 。

　 1963年 ： こ の 年 は，景気回復の 年 で あ っ た
。

し か し ， 上昇期間 は短か か っ た。
そ れ は ， 神武

景気 （1954年）や 岩戸景気 （1958年）が は じま っ た回復期で は，輸出，生産，輸入 の 順序 で 増

加率が高 ま っ たが ，こ の 年の 回復 は 輸入，生産，輸出 の 順序 で あ っ たた め国際収支 の バ ラ ン ス

は輸入超過が お こ っ て た ちまち くずれ た 。 昭和39年度 白書は ，
こ の 理 由の

一
っ と して，高度成

長 の 結果 ， 「日本経済 は ， 労働力過剰経済 か ら不足経済 へ の 転換期に ある」 た め と，「伝統的な

労働集約商品の 輸出の 不振が，輸出の 成長率を鈍 らせ 」 た こ とに よ る と分析 した
SS）

。

　 1964年 ： こ の 年 に は ，
オ リ ン ピ ッ ク景気 とよ ばれ た景気拡大 が あ っ た 。 63年 の 国際収支 の 改

善 は，長期と短 期と の 資本収支 の黒字 に よ る もの で あ っ た 。 しか し， こ の 年 に は輸出が 増加 し

て 経常収支 の 黒字 に よ る 国際収支 の 改善が あ っ た。た だ し，企業経 営 の 悪化， 中小企業の 倒産 ，

株価 の 不振に よ り回復感 の な い 景気拡大で あ っ た 。

　 1965年 ： こ の年 は，40年不況 とよ ばれ た 。 山か ら谷 まで，丁度 1 年の 景気後退で あ っ た。40

年不況 も，国際収支 の悪化 か らは じま っ た 。

　　（4）　第 四期　高投資 と高輸出 とによ る成長期　
一 1966年一72年 一

　第四 期は ，
い ざ な ぎ景気 に は じま り，

ニ ク ソ ン シ ョ ッ ク を へ て ，世界的イ ン フ レ
ー

シ ョ ン の

は じ ま り で お わ る 。

　 こ の 期間に は，40年不況で 戦後は じめ て 発行 され た赤字国債 の あ とを うけて 社会資本を 目的

とす る建設国債 の 発行が あ り， 公害 に反対す る市民運動 が あ り，テ レ ビ な ど二 重価格問題 に 対

す る 消費者運動 が あり， ア メ リカ の 国際収支の 悪化を背景 とす る対米繊維輸出規制が あ り， カ

ラ
ー

テ レ ビ の 輸出ダ ン ピ ン グ の 容疑が あ り， 変動相場制 へ の 移行 が あ り， 欧米を 中心 に ス タ グ

フ レ ー シ ョ ン が あ っ た 。

　第三 期 の好景気の 中心で あ っ た 岩戸景気 と
， 第四期 の 好景気 の 中心 で あ っ た い ざ な ぎ景気 と

比 べ る と ， 同じ く10％ を こ え る高 い 実質経済成長率を達成 しなが ら も，景気の 反転 が 前者 で は

通例 の 国際収支 の悪化 を き っ か けに した の に対 し，後者 で は もはや そ の パ タ
ー

ン は くりか え さ

れな か っ た 。
い ざな ぎ景気以 降 国際収支 の 天井が高 くな っ たか らで あ る 。

　国際収支の 天井が高 くな っ た の は， 日本経済 の 国際競争力が 向上 した 結果で あ っ た。 こ れ ま
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で の 日本経済 は，高投資 は高輸 出で な く高輸入 を もた ら した の で ，国際収支 を悪化 させ外貨危

機に 陥 っ て 景気を後退 させ た 。 しか し，
い ざな ぎ景気以 後， 高投資 は高輸出を もた ら した の で

国際収支 を悪化 さ せ な か っ た 。

　戦後25年の 日本経済を総括 した昭和 46年 （1971年）度 白書 の 次の 言葉は ，
こ の 期間に最 もよ

くあて はまる 。

　「戦後25年 の 日本経済の発展体系を要約 的に あとづ けれ ば，高成長
一

高設 備投資
一

高輸

出と い うパ タ
ー ン で あ っ た 。 そ して ， 高度成長 の もた らした物質生活 の 向上 ， 所得 の 増加 ， 雇

用機会の 増大や教育水準の 上昇の あとは著 し く，また 日本経済の 国際的比重 の 高ま りは顕著で

ある」
M）

　第四期を 「高投資と高輸出と に よ る成長期」 と名づ け て
，

そ の発展を あ と づ け て み よ う。

　1966年 ： こ の 年，景気は 上昇 した 。 5年近 く （57ケ 月）に お よん だ ，
い ざな ぎ景気 の は じま

りで あ っ た 。 岩戸景気 と同 じくい ざ な ぎ景気 で も，経済成長 率 （実質） は毎年 10％を こ え，最

終消費支出 （実質） も毎年 9％
− 10％ 伸び ， 企業設備 （実質） は毎年 20％ − 30％ も増加 した

su）
。

カ ラ ーテ レ ビ，カ ー，ク ーラ ーの 3C ブー ム と よば れ る耐久消費財の 売 り上 げ上昇 が生 じた の

は こ の 頃の こ と で あ っ た
SW

。

　 い ざな ぎ景気を投資需要 の面 で 支 えた重要な要因 は ， 岩戸景気 と同 じく住宅 投資 で あ っ た 。

1965年代 は，終戦 （45年）か ら20年 たち建物 （木造）の 耐用年数20年 か ら して 建物の 更新時期

で もあ っ た 。 1965年か らは じま る住宅投資 の 増加 に つ い て ， 昭和42年 （1967年）度 白書 は次 の

よ う に述 べ た 。

　「地価上昇や建築費の 急騰で 住宅投資が はばまれが ちで はある もの の 持 家建 築 は 40年 （1965

年）か ら伸 びを高 あ て お り，資本支 出に も増加傾 向が うかが わ れ る」
5D

　 1967年 ： こ の 年 も，い ざな ぎ景気 の拡大期 に あ っ た 。 しか し，予想外 の 世界景気の 後退で国

際収支 は大幅の 赤字を生 じた 。 た だ し，
こ の 赤字 の 原因は ， 貿易外収支 の 悪化 に よ る も の で ，

貿易収支 の 黒字 は変わ らなか っ た 。

　 日本経済 の 国際競争力の 向上 に よ っ て ， 国際収支の 天井は高くな っ た 。 外貨準備高 も20億 ド

ル を こ え ，一時 の 国際収支 の 悪 化だ け で は景気 の 反転は お こ らなか っ た 。

　 1968年 ： こ の 年 も，旺盛 な住宅投資が高投資を支え た。民間住宅投資 だ け で は な く，政府住

宅投資も著増 した 。 1965年頃か ら， 政府 の 公共投資の 重点が 産業基盤か ら住宅 な ど の 生活基盤

へ と シ フ ト して い たか らで ある 。 昭和44年 （1969年）度 白書 は，1968年度 の住宅投資 は 3 兆 円

を こ え る巨大な需要にな っ た と述 べ た
ss）

。 1968年の 国民総生産 の 総額は ， 50兆円余 りで あ っ た 。

　 1969年 ： こ の 年 も，好況 の うち に 推移 した 。 国内の 需要 は ，設備投資 と住宅投資 とが増加 し，

個人消費 も堅調で あ っ た 。 世界貿易の活況 に よ り輸出の 収益性はま し， 外人 の 証 券投資に よ る

資本流入超過 も加 わ っ て 国際収支 の 黒字 は20億 ドル 近 くに の ぼ っ た 。

　1970年 ： こ の 年に 長期好況が おわ り，景気の 基調転換 が あ っ た
。

こ れま で の 基調転換にあ っ

た国際収支 の 悪化は な く， 国内 の 需要が減退 して 景気が反転 した 。 国内の 需要 の 減退 は ， 機械

受注や労働力需要 の 減少 とな っ て あ らわれた 。

　1971年 ： こ の 年 の 8月， ア メ リカ は新経 済政策 に よ る ドル と金の 交換停止 を発表 した 。
こ の

背景に は ， ア メ リカ の 過 剰個人消費に よ る国際収支の 悪化で ， ドル が海外に流 出し， ア メ リカ

の 金準備高 の 減少 が危惧 され たか らで あ っ た 。
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　 こ の 年 の 暮れ ， 各国間通貨調整 に よ っ て 円は 1 ド ル 360円か ら308円 へ と 16．88％ の 切上 げ と

な っ た 。 円が固定相 場制 か ら変動相場制 へ と移行 し，多国間調整 によ っ て 再 び308円の 固定相

場制 へ と もど る間 に ， 輸 出は停滞 し， 生産 も出荷 もと もに減少 し， 在庫 は 上 昇 し， 株価 は暴落

し た 。 こ の年 の 暮れ に，景気は 谷 に下 っ た 。

　1972年 ： こ の 年， 日本経 済は イ ン フ レ
ー

シ ョ ン の 脅威 に さ らされ る こ と に な っ た 。 卸売物価

は朝鮮戦争以来 の 急上昇 とな り，消費者物価 もこ れ に 連れ て 1973年 に は急騰する こ と に な っ た 。

政府の 成長路線か ら福祉重視 の ため の 資源配分 も， 激 し い イ ン フ レ
ー

シ ョ ン に よ る財政支出の

増加か ら困難に な っ た 。 政府は ， 物価安定 を最優先 と して 物価対策 7 項 目を決定 した 。

　　（5）　 第五 期　高度成長か ら安定成長 へ の 転換期　一 1973年 一79年 一

　 第五期 は，第一次石油危機 に は じま り，第二 次石油危機 に おわる 。 こ の 期間 に は，二 っ の 石

油危機 に よ る ， 戦後イ ン フ レ と朝鮮戦争以 来 の イ ン フ レ
ー

シ ョ ン が あ り， 省 エ ネ が あ り， 減量

経営が あ り， 日本の 経常収支黒字 を背景に した円高が あ り，欧米 の 経常収支赤字 と高失業率を

背景 と した 日米そ して 日欧 の 貿易摩擦が あ っ た。

　石油危機 の 影響を うけ て ， 1973年 ， 74年，75年 の 消費者物価 の 上 昇 率 は，前年比で 15．6％，

20．9％，10．4％と高率で あ っ た 。 こ の よ うに高 い 消費者物価 の 上昇率 は，戦後 イ ン フ レ の 前 年

比 70％ − 80％ 以 上 の 超高率 の 時期を別とすれ ば ， 朝鮮戦争 の あ っ た 1951年に前年比 17．7％ の 上

昇 率が あ っ た だ けで あ る 。

　 こ の期 間を，い ざな ぎ景気の 第四 期や岩戸景気の 第三 期と比 べ る と ， 物価は倍増 （消費者物

価 の 前年比上昇率は ，
い ざな ぎ景気で 高 い 年が 6．4％ ， 低 い 年で 4．2％ ， 岩戸景気で 6．2％ と L8

％） し，経済成長 は半 減 （経済成長率の 実質値 は，10％を こ え て い た い ざな ぎ景気，岩戸景 気

の ときに比 べ る と，石 油危機 の あ っ た第五 期は 4 − 5 ％ に下落） した 。

　物価 と成長 の 間に は，成長が供給制約 を うけて 伸 びな い と きに 超過需要を起 こ して 物価を騰

貴させ る と い う関係と ， 物価の 上昇が成長を 阻害す る と い う関係と両面あ る。

　二 っ の 面の うち ， 物価が 成長を 阻害 する関係 に っ い て 昭和50年 （1975年）度 白書 は ， 第
一

次

石油危機後の 不況 と の 関連で ，次の よ うに述 べ た 。

　 「今回 の 不況 は戦後最大 とな り， 高度成長 に慣 れ た 日本経済 も初 め て マ イ ナ ス 成長 を経 験 し

た 。 そ の 背景 に は ，イ ン フ レ
ーシ ョ ン が 不況 を呼ぶ 動 きが あ っ た 。 こ れに は 2 っ の側面が ある 。

まず ， 「個人消費停滞 の 原因』 をみ る と ， 異常イ ン フ レ
ー

シ ョ ン が個人 の 貯蓄性向を著 し く高

め，消費需要 の 減退を招 い て い る 。 ま た，『設備投資減少 の 背景 と問題」 に もイ ン フ レ
ーシ ョ

ン は影響を及 ぼ して い る」
SU）

　 1973年 ： こ の 年の 日本経済に つ い て ， 昭和 49年 （ユ974年）度 白書 は 「激 しい 物価騰貴 と の 闘

い の 1年 で あ っ た」 と述 べ た
an）

。 卸売物価 は22．6％，消費者物価 は 16．1％ と高率 の 物価上 昇 で

あ っ た 。

　 こ の 1年を回顧 した 昭和49年度白書は ， 急激な物価上昇 の 原因 を以 下 の 3点か ら分析 した 。

一
つ は，40年不況か らの 経済拡大過程 で 金融緩和政策 に よ る マ ネーサ プ ラ イ が急増 （1971年度

は 22．5％ ， 72年度は 26，8％） した こ とに よ り ， 企業に売上高に比 べ て 過 大 の 現金 と預金 の 蓄積

に よ る過剰流動性を生 じた こ と 。 こ の過 剰流動性 は，公共投資の増加 と住宅投資の増加 と に よ っ

て 建設資材の 騰貴を生 じさせ た 。
二 つ に，日本経済 も1970年代 の 欧米 の 経済 と同 じく，労働力

136

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Hokuriku University

NII-Electronic Library Service

Hokurlku 　Unlverslty

経 済 白書 か らみ た 戦後 日本経済 の 歩み 13

不足 な ど に よ っ て 供給の 弾力性 が 低下 しは じめ た こ と 。 こ の た め ， 供給成長率 を こ え た需要成

長率が物価騰貴 の 原因に な っ た 。 三 つ に ，
こ の 供給制約に追 い打 ちをか ける よ うに，資源か ら

の 供給制約を意味す る石油危機が こ の 年 の 10月に 発生 した こ と 。 石油危機は石油資源だ け で な

く，一次産品一般 に よ る価格革命を もと もな っ て い た
61）

。

　1974年 ： こ の 年 ， 日本経済は 戦後最初の マ イ ナ ス成長 （
− 02 ％）を記録 した。 イ ン フ レ

ー

シ ョ ン は
， 個人消費 を減少させ ， 超過需要 を抑制 した 。 イ ン フ レ

ーシ ョ ン は，名 目売上高が上

昇 した り，債務者利得が生 じた り，実質金利 を低下 させ る の で 企業の 投資意欲を冷却させ に く

い 。 しか し，金融引締 の持続に よ っ て 在庫調整 も本格的 とな り，超過需要 を減少 させ た 。 こ の

結果 ， 物価と賃金 とに落 ち着 きが生 じて きた 。

　 1975年 ： こ の 年 は ， 戦後最大 の 不況 か ら の回復が期待 された 。 しか し， 高度成長 の と き の よ

う に民 間設備投資が景気回復局面を リ
ー ドす る こ とは なか っ た 。

　1976年 ； こ の 年 は ， 景気回復過程の 2 年 目で あ っ た 。 しか し，日本経済は高度成長経済か ら

減速経済へ と移行 し た 。 こ の こ とを反映 して ， 回復過程 は ジ グザ グ型 で 不安定で あ っ た
62）

。

　1977年 ： 世界経済が石油危機後 の ト リ レ ン マ （イ ン フ レ
， 不況 ， 国際収支赤字 の 三 重苦） に

あえ い で い る 間に ，日本経済 は い ず れ の 問題か らも比較的順調 に 脱却 した 。 こ の 年 は，消費者

物価 こ そ 10，4％ と高か っ た が ，卸売物価 は 2．3％へ と イ ン フ レ は収 ま りつ つ あ り ， 成長率 （実

質） も4．0％に 回復 し， 2年続 き の 経常収支 の 赤字 もわ ずか な が ら黒字に 転 じた 。

　石油危機後 の 日米 と日欧 の パ フ ォ
ーマ ン ス （物価 ， 生産 ， 貿易） の ギ ャ ッ プを背景に ， 貿易

摩擦が 激 しくな っ た 。 ア メ リカ は セ
ー

フ ガー ド （輸入 に よ り打撃 を受 けた国内産業を 臨時 に保

護する）に よ っ て ，特殊鋼 と カ ラ ーテ レ ビ の 輸入制限措置を と っ た
。

カ ラ
ー

テ レ ビ に つ い て は，

日本 は輸出自主規制措置で 対応 し た
63）

。

　 1978年 ： こ の 年 に っ い て ， 昭和54年 （1979年）度 白書 は次 の よ うに 述 べ た 。

「新 し い 環 境 へ の 苦難 に満 ち た適応努力が続け られ て きたが ， 53年 （1978年）度 は石油危機後

5年 目に して よ うや くそ の よ うな調整過程がおよ そ の と こ ろ終了 し， 新 しい 成長軌 道又 は循環

過程 が 始 ま ろ う と して い る よ うに見 られ る」
M ）

　 白書 の い う 「苦難に満ちた適応努 力」 で ある減 量経営を ， 「減量経営 の フ ロ ーチ ャ
ー

ト 」 に

よ っ て 白書 は次 の よ うに 説明 した 。 第
一

段階の 緊急避難的対応 と し て 資産売却 に よ る利益捻出，

操業停止 ，

一
時帰休， 賃金カ ッ ト，配当減配 ， 経費節減 ， 第二 段階の 量的対応 と して 設備投資

抑制 ， 在庫調整 ， 手許圧縮に よ る合理化投資，第三段 階の質 的対応 と して 非現業部 門 の 縮小に

よ る組織 の 簡素化，職能給，選択定年制に よ る年功序列制の見直 しな どで あ っ た
65）

。

　 1979年 ： こ の 年 ， 日本経済 は第二 次石油危機 に 見舞 わ れ る こ と に な っ た 。 前年ま で は 1 バ ー

レ ル 13．9 ド ル で あ っ た原油価格 は23．1ドル へ と再び急騰 した 。 第一次石油危機の 影 響 を 克服 し

て ，景気 の上昇，物価 の 安定，国際収支 の 均衡 と い う活力と安定性を と りもど した 日本経済 は，

再 びそ の 真価を問 われ る こ と に な っ た
es）

。

　　（6）　第六期　外需 主導型経済 に よ る安定成 長期　
一 1980年一86年 一

　第六期は ， ドル 高 ・円安 に は じま り， ドル 安 ・円高 に お わ る 。 ド ル 高 ・円安 の 間 に 日本の 経

常収支の 黒字 は累積 した 。 他方 「双子 の 赤字」 によ り経常収支の 赤字を累積 さ せ て い た ア メ リ

カ と日本の 間 に は，貿易摩擦が た え なか っ た 。 こ の 期間に は ， サ
ービ ス経済化 ， 情報化 ，
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ク トロ ニ ク ス 化，金融の 国際化， ス ト ッ ク化が あ り，行政改革や，構造改革が あ っ た 。

　 こ の 期間は ， 安定成長期で あ っ た 。 第六期 7年間の 平均成長率 （実質）は ， 3．6％程度で あ っ

た 。 安定成長 を支 えた要因 は，個人消費で な く， 設備投資で な く，公共投資で な く，海外経常

余剰で あ っ た 。 こ の期間 の 個人消費を民間の 最終消費支出 （実質）で み る と， 期間平均の 上昇

率は2．93％で ， 石油危機 の あ っ た第五期 の 4．34％に比 べ て も著 し く低下 した 。

　設備投資 も民間の 企業設備 （実質） の 増加率で み る と ， こ の期間 の平均は6．03％ で ， 第五 期

の 2，91％ に比 べ れば高 い もの の ，増加率が 20％か ら30％ に達 した神武 ， 岩戸 ，
い ざ な ぎ景気 当

時に 比 べ れ ば きわ め て低位 で あ っ た 。 公共投資 も公的資本形成で み る と，行財政改革最中で あ っ

た こ と を反映 して，前年比 で マ イナ ス で あ っ た年度 が多か っ た 。 ただ し ， 海外経常余剰だ け は

経常収支に よ っ て み る と，第二 次石油危機 の 1980年度 の マ イ ナ ス の ほ か は 毎年 黒字 を記 録 し，

ピー
ク の 86年度で は 900億 ドル を越え る黒字 とな っ た 。 内需 に比 べ て 外需が伸 び た理 由 は ， ま

ず ， 日本経済の 国際競争力が高 くな っ た こ と，っ ぎに ， ア メ リカ の 金利上昇が長期 に わた りこ

の 期問を通 して ドル 高 ・ 円安が進行 した こ と ， さ らに 80年代 の 前半 を通 じて ア メ リカ を中心 に

世界景気 の ゆ るや か な 上昇 が っ つ い た か らで あ っ た 。 こ の よ うに して ， 外需主導型 経済 に よる

安定成長が達成 され た 。 次 に，第六期 の 経済動向を各年度 ごと に回顧 して お こ う。

　 1980年 ： こ の 年 は，厂第 2 次石油危機を乗 り越 した年」 で あ っ た
Wt

。 第 2 次石油危機で 悪 化

した経常収支 も改善 し，物価 も安定 に 向か い ，景気 の 停滞 もお わ りは じめ た 。 石油価格 の 上 昇

と円安の た め に 輸入物価が高 くな り，日本 の 交易条件は悪 くな っ たが， 日本経済 の パ フ ォ
ー

マ

ン ス （卸売物価 ， 消費者物価 ， 実質 GNP ，鉱工業生産，失業率） は先進主要国 に 比 べ て 良 好

で あ っ た 。 た だ し， 交 易条件の 悪化す るなか で の 輸出増加を反映 して ，乗用車，電気機械，一

般機械な ど の 加工 組立型産業は よか っ た が ， 鉄鋼，化学，非鉄金属， 紙 ，
パ ル プな ど素材型 産

業 は構造不況業種と よ ばれ 景況が わ る か っ た
。

　1981年 ： こ の 年 も， 1980年春以 来の 景気調整 の 途上 に あ っ た 。 民 間設備投資は堅調で あ っ た

が，民間住宅投資や個人消費は上 昇 しなか っ た 。 輸 出等 の 増加だ け は， こ の 年 も大 き く外需主

導型 経済が つ づ い た 。

　1982年 ： こ の 年は ， 物価安定を 背景 に 個人消費が回復 し，大企業部門を中心 に民間設備投資

も堅調 に推移 した 。 しか し， ア メ リカ の 景気後退 に よ る輸出の 減少に よ っ て ，在庫調整が素材

型産業か ら加工 組立型産業に移 り二 段階在庫調 整が行 わ れ た
SS）

。

　1983年 ： 2 度 の 石油危機後 の 1980年 2月に は じま っ た景気後退 は ， こ の 年の 2月ま で 36ケ 月

（3年） と い う異例 の長 さ で 終了 した 。 景気が 回復に 向か っ た理 由は ， ア メ リカ の 景 気 の 回復

で 輸出が再 び増 加 した こ と，在庫調整が終了 した こ と，石油価格が こ の 年 1 バ ー
レ ル 当り前年

の 34．1 ドル か ら29．7ド ル に下が り交易条件 が よ くな っ た こ と ， 物価 も卸売 ， 消費 者物価 と も に

安定 して い た こ とが あ げ られる
em）

。 た だ し， 貿易で は経常収支 の黒字，財政 で は一般会計 の 赤

字が 問題 と して 残され た 。

　1984年 ： こ の 年 は，景気拡大の 2 年 目で あ っ た 。 ドル 高が 継続 したた め に ， 輸 出が伸 び っ づ

けた 。 輸出関連産業の 生産 の 拡大に よ っ て ， 企業収益が 増 し，ハ イ テ ク分野 の 目ざま し い進展

で 民 間設備投資が増加 した 。 設備投 資 は，ハ イ テ ク関連だ け で な く， リ
ー

ス 業な ど非製造業で

も増加 した 。

　1985年 ： こ の 年の 9月 ， 5 力 国蔵相， 中央銀行総裁会議 で の プ ラ ザ合意以降 急速 に 円高が
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進ん だ。輸出が弱含み と な り，円建て 輸出価格 が下が り企業 の 外国 へ の 売上高が減少 した 。 円

高不況 は，製造業の 景況感 をわ る くし，設備投資 の 停滞， そ して 雇用不安が 広 ま っ た 。

　 1986年 ： こ の 年、 円高不況に よ り景気 は後退 したが，11月 に は景気 は底入れ した。石油危 機

後の 外需主導型経済の 成長期 は ， 内需主導型経済 へ の転換 をせ ま られ る こ とにな っ た 。 こ の た

め に は ， 経常収支に黒字を生 じさせ な い よ うに製品が世界市場 に 輸出 されやすい 第二 次産業で

は な く， 建設， 電力 ， 情報な ど世 界市場 に製 品が輸出 されな い第三 次産業へ の 産業構造の 転換

が必要 とされ た
。 国際収支 の 天井 に苦 しみ こ の 難関を克服 して か ら10数年 に して ， 日本は再び

成功 をとげた加工 組立 型産業か らの 構造転換に 直面す る こ と に な っ た
。

三 　結　語　一 一
国主義型成長か ら多国主義型成長 ヘ

ー

　終戦の 年か ら 7年 を一期 と区分す る と ， 第七期は 1987年か ら93年とな る 。 こ の期間 は，86年

11月を景気の 谷 とす る円高不況か ら の 景気拡大 に は じま り，戦後最長 の い ざな ぎ景気に匹敵す

る大型景気を形成 して ， バ ブル の 崩壊 と と も に 91年 6 月頃に景気 の 反転 と調整 期 を む か え た 。

ア メ リカ の 新 しい 政権 と と もに は じま っ た 円高に よ り ， 景気 の 回復 は大幅 に お くれ て い る 。

　 こ の 期問に は ，
ニ ュ

ー
ヨ
ー

ク株式市場で 史上 最大 の 暴落が あり，昭和天皇崩御に よる自粛ム ー

ドがあ り，バ ブ ル の発生 と崩壊が あ り，湾岸危機が あ り，東西 ドイ ッ の 統
一

が あ り， ソ 連 ・ 東

欧 の経済改革 が あ り，消費 と投資 の 高度化が あ り，ス ト ッ ク化が あ り，グ ロ
ーバ ル化があ っ た。

　第六 期が 「外需主導型経済 に よ る安定成長期」 で あ っ た とすれば，第七期は 「内需主導型 経

済 へ の 転換期」 で あ っ た 。
こ の 期間 に っ い て 平成 4年 （1992年）度 白書 は ， 次の よ うに述 べ た。

　「日本経済 は こ れ ま で ， 多 くの 景気後退を経験 し，また 多 くの 構造調 整 と取 り組ん で き た 。

そ して ，最終的 に は
， 国際的 に 見 て

， 比較的高い 経済成長 を維持 し， また健全 な経済構造 に転

換す る こ とが可能とな っ て きた の で あ る 。 今回 の 拡大 に お い て も，内需主導型の成長へ の 転換，

経常収支黒字 の 縮小，高度 な技術革新 に裏づ けられ た資本 ス ト ッ クや人的 ス ト ッ ク の 蓄積 ， 国

民 の消費水準 の 向上，経済活動 の グ ロ
ーバ ル 化 と高度な工 業製品 と豊富な 資金 の 国際供給等 の

成果 を え た こ とは評価 すべ き で あ る」
「°）

　 しか し， こ の 期間 は 「内需主導型経済 へ の 転換期」 と い うよ りも ， は るか に バ ブ ル の 発生 と

崩壊 と の 印象が っ よ い
。

こ の 資産 イ ン フ レ の 背後 に ，
マ ネーサ プ ラ イ （M ，＋ CD ）の 増加が あ っ

た 。
マ ネ ーサ プ ラ イ は 、 円高不況 の 1986年度 の 8．6％か ら， 87年度 の 11．2％， 88年度 の 10．8％ ，

89年度 の 10．3％，90年度 の 10．2％ と10％以上 の 増加 をっ づ け た 。

　 マ ネ
ー

サ プ ラ イ の 10％ を こ え る増加率 の背後 に は，第六期 「外需主導型経済 に よ る安定成長

期」 に 累積 した経常収支の 黒字が あ っ た。輸 出企業の 収益が銀行に預金 さ れ ，
マ ネ

ー
サ プ ラ イ

を増加 さ せ た 。
こ れ に加え て 、 円高不況 で 5％ か ら 3％ へ と下 げ られ た 公定歩 合 が ド ル の 下 落

を防 ぐ目的で 87年 ， 88年 ， 89年 に わた っ て 2．5％ に お さえ られた こ と もマ ネ
ー

サ プ ラ イ の 増加

を加速 した 。

　経常収支 の 累積す る黒字 と ， 40年 （1965年）不況で の 公定歩合 の 引 き下 げと，数年にわ た る

公定歩合の 安定と に よ る高 い マ ネ
ー

サ プ ラ イ の 増加 は，い ざ な ぎ景気に あ っ た第四期 「高投資

と高輸出 に よ る 成長期」 に もあ っ た 。 しか し， こ の 期間に は住宅投資が増大 して 地価や株価の

上昇 はみ られ た が ，

バ ブ ル の 発生 や崩壊 は生 じなか っ た 。
い ざ な ぎ景気 で は，貨幣供給 を吸収
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した貨幣需要 は，生産を 目的 と した取引動機 に よ る もの で ， 利殖を 目的 と した投機動機に よ る

も の で はなか っ た 。 事実， 第四 期 （1966年度
一72年度） の 鉱工 業生産 の前年比上昇率 は 平均 で

13％程度 で ある の に 比 べ る と第七期 （1987年 一92年度 ま で 6 年） は ， 2．8％ 程度 と極め て 低

い
n ）

o

た だ し，い ざ な ぎ景気 の 末期に は高い マ ネ
ー

サ プ ラ イ の 増加が，卸売物 価 と消費者物 価 の 激

しい 上昇 の 一因 とな っ た が，第七期 の マ ネーサ プ ラ イ は資産 イ ン フ レ の 原 因 と な っ た も の の ，

物価
一
般を上昇 させ なか っ た 。

こ れ は 、 円高によ る輸入物価の 安定 を理 由 とす る輸 入安 全弁 で

説 明が され る こ とが 多 い 。 しか し， 日本経済 に は マ ネ
ー

サ プ ラ イ の 増加が ， イ ン フ レ
ー

シ ョ ン

を発生 させ る前に ， 国際収支 の 赤字 をお こ し金融引締 め に よ る需要抑制が された ため イ ン フ レ ー

シ ョ ン が顕在化 しな い こ とは国際収支 の 天井 と い う こ とが い われ た 頃は普通 で あ っ た
。

　第七期の バ ブ ル の 崩壊 は，1991年夏頃を ピ ーク に景気後退 を ひ きお こ した 。 日本経済 の 景気

循環 は， 2 年強 の 景気拡大 と 1年程度 の 景気後退 を平均 とす る 。 こ れ ま で 最 も長 い景気後退 を

記録 した の は，第二 次石油危機後 の 3年間で あ っ た 。
マ ネ

ー
サ プ ラ イ の 増加 は貨幣価値を下落

さ せ るが貨幣価値 の 回復 が経済活動を 正常 に もどす とすれ ば，そ の た め に相 当の 期間を必要と

す る 。 第七期 の 資産 イ ン フ レ に も ， こ の 原則が あ て は ま る。 土地な ど の 固定資産 の 価格上昇は，

貨幣 な どの 流動資産 に と っ て 価値の 下落 とな る 。 下落 した貨 幣の価値 は ， 消費 を減 らして ， 貯

蓄に よ っ て 回復す る しか な い
。

　戦後50年，日本経済 の 歩 み を 回顧す る と ， 工 業化 ， 都市化 ， 大衆化 の 進展で あ っ た 。 戦 後 ，

先進諸国へ の キ ャ ッ チ ・ア ッ プ 過程 で 達成 した 近代化 は ，工 業化，都 市化 ，大衆化 に要約で き

る 。

　 日本が，新 しい 世紀 に 向か っ て ，豊か さを事実 に お い て だ けで な く，実感 と して も評価 され

るよ うに，結果重視だ け で な く過程重視の 経済秩 序 と経済体制 とを 自己固有の もの と して 形成

しよ うとす るな らば ， 経済活動 に権力行使 の な い 規制緩和が必要とな る 。

　 しか し，日本 が こ れ か ら真剣 に問題 に しな ければ な らな い こ と は，大衆化 した社会 （白書 の

用語で は 「大衆社会化」）
ve）

を前提に ， 規制緩和が妥当か ど うか と い う こ とにあ る。 大衆 と は主

体性を失 っ て ，権力者の 意 の ま ま に あ や つ られ や す い 個人の 集団を い う。 も し， 規制緩和が主

体性な き個人 の 解放 に お わ る な らば，期待 され る よ うな活力 が 自由や効率か らは 生 じな い 。 規

制緩和 が社会に混乱を生 じさせ た の で は，規制緩和は 自由の 実現に も効率の 達成に も役立 たな

い ○

　規制緩和を， 自由の 実現 に も効率 の 達成に も， と もに役立 たせ るよ うにす るに は， これだ け

は 国民全員が無理 な く合意 で き る秩序を発見 して ， こ の 秩序 の み に 全 員が服従す る こ とを条件

と して ， それ以 外 はす べ て 国民 の 自由に委 ね る こ と が 問題の 解決に な る 。

　戦 後 の 経済政策 の 基 本型 で あ っ た産業政策 は ， 日本の 近代化 の 過 程で は有効 で あ っ た と し て

も，こ れ か らの 日本 の 国際化の 過程で は，産業政 策が 日本 の
一

国主 義型成長 を促進 す る もの で

あ るか ぎり望 ま し く な い 。

　 こ れ か ら の 国際化 を前提 に す る と，日本 の 経済政策は
一

国主 義型 成長で は な く ， EC が 理 想

とし，ガ ッ トが 世界 の 自由貿易 に よ っ て 実現 し よ うと して い る多国主義型 成長 で な くて はな ら

な い
。 そ の ため に は ， 国家単位と同 じく世界単位で も ， 産業政策と は異 な る，一定の 合意 され

た秩序以外 はす べ て 自由を許容す る と い う原則 に立 つ 秩序政策が経済政策 の 基 本型 と な る。
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