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ホーカン・ヘドパーグ氏がパネル対談

発展にともない日本は世界へ経済責任
At a Panel discussion Mr. H. Hedberg sugg巴stedthat J apan should giv巴 morethought 

to the developing countries， when considering her own economic developm巴nt.

日刊工業ホーノレで三井物産開発部長代理森英旭氏

(右〉と対談するホーカン・へド‘ノヰーグ氏。

競技を前に，互いの健闘を約す HasseBorjes選

手(右)と鈴木恵一選手(左〉。中央は通訳の

N. O. Pettersson氏。

スウェーデンの経済ジャーナリスト，ホーカン・ヘド
ノξーグ氏が三井物産開発部長代理森英旭氏とパネル対談
を行なった。去る 2月23日，東京・九段の日刊工業新聞
社ホー/レでおよそ 350人の産業・経済界のリーダーらを
集め「日本経済の将来と経営者のあり方」と題して行な
われたもので，同氏は日本経済発展の要因の一つに，軍
備をもたない平和主義が，負担の軽減と世界の信頼をか
ち得てきた点で貢献したとのベ，また，日本の今後の国
際的経済責任を強調した。

ヘドパーグ氏は，日本経済の将来について， 一時的な
浮き沈みはあっても，強力な国際競争力を背景に今後も
成長を続けることについてはきわめて楽観的だ。しか
し，アメリカの相対的な経済力の後退にともなって，日
本は，世界最大のマーケットであるヨーロッパへの進出
が必要になる。それにはまず，資本おまび貿易自由化の
体制を急ぐことが必要だ，とのベた。

日本の役割について，その経済力をどう世界に役立て
るか明弘かにする責任がある。とりわけ，アジアの発展
途上国への協力は，重要な日本の責務であると諮った。

また，日本の経営者は，片目で世界をみたり自国の利
益だけを考えないで，世界全体を見わたして行動する必
要がある。深刻な公害についても，企業は政府と協力し
て取組み，高福祉国家への到達に必要な社会正義のため
には喜こんで税金を払うべきだ，と語った。

プレ五輪， ピョルエスらが活躍
H. Borjes， O. Konig， A. Hansso etc. took very active 

part】nthe Sapporo pre-OJympic winter games. 

札幌冬季オリンピックを 1年後にひかえ 2月7日か
ら札幌国際冬季スポーツ大会が開催された。この大会
に，スウェーデンからスケート男子500で 38秒46の世界
記録をもっハッセ・ビョノレエス (HasseBりrjes)ら16
人の選手が参加した。

大会第7日目，スケートではスウェーデン勢と鈴木恵
一ら日本 3羽ガラスとの対決が期待された。しかし，風
邪の鈴木が調子を回復できず，氷質も慈く記録こそ出な
かったが「勝つためのレースに目標をおいている」ピョ
ノレエスの一方的勝利となり ， 鈴木は第5位・男子1，000
メートルでもグラナト第 l位，ピョノレエス第 2位，男子
スプリント得点でもピヨノレエスが第 1位と，スウェーデ
ン勢の活躍が目立った。

そのほかスキーでは，男子40kmリレーで第2位，男子
大回転ではハンソンが第3位となった。
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三島由紀夫氏のスウェーデン批判への反批判

A Contradiction to l¥1r. Yukio Mishima's Criticism on Sweden 

(1) 

三島由紀夫氏が昭和45年11月25日に割腹自決してから

約3か月が経過した。その間，彼の遺した「撤」をはじ

め，多数の人びと による多数の解説記事や意見が公表さ

れてきたので，事件当初，彼の行動の動機の奈辺にあ り

やを疑った人びとも，今ではこの事件の底流をなす三島

氏の思想への評価を，それぞれに，一応，定着させつつ

あるかとも思われる。

事件当日の彼の「機」文は，文章として見ても，彼の

平素のものに似ず，美しい日本語とはいえないし，文法

上の誤りも散見される し，さらに論旨の相当部分を占め

る「憲法改正」に関する論述の論理的運び、方には，少な

からぬ舌Lれが露呈されていて，何かいたましい感じすら

抱かされぬでもない。この点が，事件当初，三島氏 「発

7王」説の一つの推論の根拠ともなったのであろう。しか

し，その後，事件の前日からきわめて用意周到に当日の

現場への立会いを頼まれていた新聞記者の手記が公表さ

れたりして，事件は，あくまで整然と合理的に， しかも

第三者に累を及ぼさないような配慮の下で，計画的に準

備されていたことが判り「発狂」の疑いは解消したもの

と恩われる。

(2) 

そこで彼の「椴」の中に，彼の動機の基本線を探求す

ると，それはつぎの二つの箇所に要約されるであろう。

すなわち，彼はいう。

「われわれは戦後の日本が経済的繁栄にうつつを抜か

し，国の大本を忘れ，国民精神を失い，本を正さずし

て末に走り，その場しのぎと偽善に陥り，自ら魂の空

白状態、へ落ちこんでゆくのを見た・ "'oJ

「われわれはー・・日本を日本の真姿に戻してそこで

死ぬのだ。生命尊重のみで，魂は死んでもよいのか。

生命以上の価値なくして何の軍隊だ。今こそわれわれ

は生命尊重以上の価値の所在を諸君の目に見せてやる」

と。

三島氏が自決の場所として自衛隊を選び，撤文の相当

部分が自衛隊の「優柔不断」への彼の不満と自衛隊の決

起煽動とにあてられているとはいえ，その基本線は，日

本の現状批判と日本国民全体へのアッピー/レであると見

るべきであろう。三島氏に理解ある立場の人の表現をか

りれば，それは戦後の日本への「諌死」といえるのかも

しれない。

(3) 

戦前 ・戦中の日本を「何々国家」と表現すべきかはし

ばらく措き，戦後の日:本の目標とすべき性格が「福祉国

家」であることは，多くの国民のほぼ一致する考えであ

ろうと思われる。もとより「福祉国家」の性質について

は，それぞれの国の歴史と現状とにより ，種々のタイプ
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があり，一つの国の中でもそれに関するニュアンスは種

々雑多である。さら に福祉国家は段階的な変容もとげ

る。しかし，その共通の本質的一線は，物質と精神，平

等と自由，経済と芸術，生活と 国防など，一見，対立的

と見える契機を高次の世界で統一 しようとするところに

あるといえよう。

けれどもその 「高次の統一」は，いうに易く行なうに

難しの趣がある。とくにそれが「大衆民主主義」の政治

の場で具体化される場合 i統一」 は「妥協」に化し易

い。もとより現実政治における妥協を何か卑俗のものと

して蔑視する必要はないが，そこにはかつてのエリート

的理想主義的香気が失われてゆく可能性が強いことも確

かである。戦前の時代の 「自由か死か」というような一

途の精神は失われて，ぬるま湯にひたった「まあまあ主

義」の安逸無気力の状態に堕する倶れなしとしない。

三島氏はもとより芸術家である。芸術家は真善美，こ

とに美を一途に追求し，世俗的妥協を排する。それは精

神の極度の昂揚に生きるものであるゆえに，物的豊富さ

の中の満足を軽蔑する。それは理想主義的エリートの道

であるゆえに，大衆社会の大衆民主主義にあえて敵対し

ようとする。三島氏が「福祉国家」を蔑視したのも，よ

く解釈すれば，彼が芸術界に生きるものとしての自己の

職務に忠実であったからと考えられぬこともないかもし

れない。そして福祉国家の代表固としてのスウェーデン

が，三島氏によって非難されたのも，論理的にはそこに

必然性の脈絡が見出されぬでもないのかもしれない。

(4) 

三島氏は，自決の約2か月まえ， 9月22日の朝日新聞

夕刊の「世なおし一一70年代の百人」とい う囲み記事の

中で，新聞記者とつぎのような対話をしている。

i70年代をどう考えます?...1

「日本，ますます悪くなる。よくなることゼッタイ

ない」

「どうして?...1

「大ワソついているからね。敗戦というものを脱却

しなきゃあ国の文化というものは成り立たない。スウ

ェーデンごらんなさい。百五十年前，ロシアに負けて，

それを払拭しなかったから福祉国家になっちまった。

文化の創造力がない…」

「福祉国家になっちまった」という彼の表現は，芸術

家的弧高さか社会学についての不知かによるものであろ

うが「文化の創造力がない」というのも「文化」につい

ての彼独得の概念規定によるものである。すなわち彼は

さらにいう。

「ボクの考える国ってものは，そんなものぢゃない

」

「あなたの考えている国って?...1

「創造力の煮えたっている国ですよ。一方じゃ刀を



日向精蔵大使がスウ 二L 一一ー 7γ へ
The New J apanese Ambassador to Sweden， Mr. Seizo Hinata has !eft for Stockho!m. 

新しい駐スウェーデン日本大使として，元セイロン大

使や日本貿易振興会(ジェトロ〉理事長などを歴任され

た日向精蔵氏が決まり 3月 2日現地へ向け出発された。

スウェーデン社会研究所では 2月24日，霞ヶ関ピノレ東

海校友会館に同大使をお招きしてお祝いと激励の昼食会

を開いた。日瑞問に公害・環境問題，経済政策，技術交

流などをめぐって相互に関心が高まっているおりから，

両国関係の促進に日向大使のご活躍が期待される。

写真は昼食会で右から，高須裕三理事， S.ヤンソン

ふりまわす。 一方ぢゃ文化創造力が煮えたっている。

つまり，エリザ、ベス朝時代で、すね.J (筆者注，エリザ

ベス女王1533-1603，1558年即位)

つまり，三島氏のいう文化の典型は， 16世紀の「近世」

創造期のイギリス帝国なのであり，そこにおける王侯貴

族およびその周辺の文化なのである。このような次第で

は，一々反論するまでもなく，全く話にならないと恩わ

ざるをえない。あえて付言するならば，スウェーデン文

化は，イギリス型文化と種々の面で対掠的性格をもっゆ

えに，スウェーデンは「近代」を超克して「現代」を創

造する文化の担い手として今や心ある人びとの有力な関

心の焦点のーっとなっているのである。

(5) 

三島氏は事件の 8日前の同年11月17日付，清水文雄氏

(筆者注，学習院時代の恩師〕への手紙の中にもスウェ

ーデンに関する同様の非難を書いているが，その翌日の

11月18日夜，古林尚氏との対談の中でも同様の意味のこ

とを語り ，さらにつぎ、のように付言している。

「人類最上の価値が福祉にあるなんて，いまじゃ民

社党だって福祉主義に対する反省に立っていますから

Jね。・・ー・とにかく福祉国家ということに対する反省は，

かなり広汎に起きています。J(図書新開，45年12月12

日号〕

この文句の中で，民社党の福祉主義への反省云々とい

うのは，何を指すのか具体的には不明であるが，片言隻

句はともかく，大局的に推測すれば，三島氏は 「福祉国

家」という概念を自分流に規定し，それは精神を無視し

J 

氏，日向精蔵大使，小野寺百合子氏，高井泉氏，出納功

常務理事，小野寺信氏，外務省西欧第二課長伊藤義文氏

松前重義会長，外務事務官武田龍夫氏(2枚の写真を合

成)

【日向精蔵大使略歴】

明治44，山口県生れ。昭和27，外務省人事課長。昭和

32-35，シンガポーJレ総領事，昭和38-40，エクアドノレ

大使。昭和41-43，セイロン大使。昭和43-46，日本貿

易振興会理事長。昭和46- スウェーデン大使。

た物質主義，質を無視した量の世界，エリートの機能を

無視した大衆社会，自由を軽視した平等主義，そして国

家が上から福祉を配給する「当てがいぶち」の社会と決

めているのではなかろうか。

世界の先進諸国において r福祉国家」が具体的に発

展したのは，第二次世界大戦終了後 2，3年してからの

物的窮乏期のことであったので，どの福祉国家もその第

一段階においては上期のような傾向にあったことは認め

られる。しかし， 60年代になると，福祉諸国家はその第

二段階に入り， 量から質へ，物から心へ，平等から自由

へ，当てがいぶちから市民の協力的創造へ，とその性格

に旋回の動きを見せてきている。そしてその傾向のリー

ダーがスウェーデンであることについても，私は種々の

機会に論じてきた。

結局，三島氏のスウェーデン批判は， r福祉国家」に

関する社会科学的不知尺基き，その虚像の代表にスワェ

ーデンをあてはめ，それをば彼の最も好む近代創造期の

イギリス文化の型と対際的に異るとする，歴史の発展段

階を無視した感情によって生み出されてきたものと思わ

れる。三島氏の主張が，現代福祉国家のともすれば流れ

易い傾向へのよき警告であることは，十分に認められる

が，少なくともスウェーデンの現実に関する限り，それ

は見当違いといわれるべきであろう。

参考文献:武藤光朗「三島由紀夫の福祉国家批判につ

いて.J (r改革者.J46年 2月号)

高須裕三「福祉国家のスウェーデ、ン型」

(スウェーデン社会研究所発行〉
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スウ ェーデンの政治構造
一一一院制議会の発足一一 (3) 

Political structure in Sweden 

-一一 Startof New Riksdag -一一

6 中央党

農民党 (Bondeforbundet) は，1913年に創設され

た。 1917年までには，この新しい国民政党は，議会に代

表者を送ることに成功した。同党創設の理由は，農業人

口の急速な衰退を押えるために，工業労働者やその他の

組織集団に対抗じて，強固な戦線を形成することであっ

た。それ以来，農民層から重要な支持をえて， 1948年に

は，農業人口の半数以上の支持を獲得し，同党の得票獲

得率では最高に達した。しかし全農民を加盟させるには

いたらなかった。 1952年と1956年の連立内閣で農民票を

失なった。そこで小企業家事などをふくめて，党の展望

や利益の拡大をはかったが， 1958年と1960年の総選挙で

も失敗した。

中央党は，比較的小さな政党ではあるが，色々な局面

で決定的な役割を演じた。政府が農民の利益になるよう

な施策を行なったことに対する返礼として， 1933年から

36年には独自の立場からと， 1936年から39年までは，連

立内閣の一員として，社会民主労働党の「社会福祉計画

」を支持した。 1936年の夏のごく短期間の数カ月の問，

アクセル・バーソンブラムストープ (AxelPehrsson-

Bramstorp 1883-1954)は，農民党々首として，農民

党内閣を結成した。しかし単なる暫定内閣であった。

1951年に， 1949年以来，同党の党首であるグンナー・へ

Jレンド (GunnarHedlund) 1900~ は， 1936年の時の

方法を再現し，農民の利益になる施策を行なわせたのち

に，エ1レランダ一社会民主労働党内閣に入閣し， 1951年

から57年まで内務大臣に就任した。しかし，このような

便宜的な「政、治結婚」は， 1957年に解消した。

組織面からみると，同党はきわめてよく組織されてい

る。 11万人をこえる正規党員以外に，およそ 8万人の同

党の青年同盟と 6万人をこえる婦人組織がある。党所属

の日刊紙はそれほど強いものはなく ，-?Jレメ (Malmめ
で発刊されているスペンスカ・ダーグブラデ、ツト (Sve

nska Dagbladet) が，唯一の重要日刊新聞である。

党員の募集とか参加や補充は，社会民主労働党と LOの

ような関係とは異なり，他の組織からの加盟といったよ

うなものはない。農民のための利瞳団体とか機構・組織

といったものは，原則的に独立しており，直接に党とは

関係、はない。既述のようにRLF(スウェーデン農民同

盟に所属する小規模農業経営者の組織〉のような農業組

織の努力や考え方によって党は援助をうけていることは

注目に値いする。 RLFの大部分の中心的指導者たち

は，中央党に所属している。

7 保守党

通常，現在言われている保守党の正式名称は，モダラ

4 
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ート・サムリング・パノレティーエット (ModerataSam-

lingspartietで，英語では ModerateUnity partyとか

Conservative partyに訳されている)である。

現代のスウェーデンの政党が， 19世紀末から20世紀へ

の転換期に形成された際に，農村と都市の保守的利益の

代表者を議会に送った。保守的集団は1904年に，総選挙

協会 (Allmannavalmansf凸rbundet)と呼んだ全国的

な政治団体を設立した。ここから徐々に，同質的な保守

的組織が樹立されるようになった。そののち「右の政党」

(H凸gerpartiet)という正式名称、で 一つ の全国的政治

組織によって，唯一の保守政党ができた。 20世紀の最初

の30年間は，スウェーデン政治の中で，保守主義者は強

力な位置を占めた。 1930年代の中頃までは，アノレビド・

リンドマン(ArvidLindman 1862~1936) が党首であ

り，彼は1906年から1911年までと， 1928年から1930年ま

での間，ニつの保守党内閣の給哩大臣をつとめた。

保守党は，農民と都市の人たちのこっの層によって支

持された。非都会地域の人口減少がおこり農村票を獲得

するために中央党との闘争とか，過去半世紀の聞にわた

って新しい社会階級が参政権を獲得していったことが，

保守党の衰退に結びついたのである。加えて，大衆に人

気のない手段をとったことが更に下り坂の原因とな っ

た。選挙改革への反対の態度は専ら保守党からでてき

た。 1920年代に，軍縮や非武装が流行になった時に，保

守党は，逆に強力な国防政策を主張し態度を変えなかっ

た。社会改革や広範な失業対策が提案された時にも，保

守党はこのような諸政策の経済的結果について警告を発

した。

1961年に，グンナー・へツクシャーが同党首になり，

1965年からはホームベリー (YngveHolmberg 1925 ~ 

〉が党首になったが，党勢は依然として上昇傾向に

はいっていない。 1920年に始まる同党の20年間に，保守

党は完全に威力を失なった。この傾向は，しかしなが

ら， 1950年の総選挙で一時ストップした。 1950年代は，

ホームえリイを助けて，副党首のヤーノレ・ハノレマソン

(Jarl Hjalmarson)の精力的な指導下で，急速ではな

たかっが，勢力は回復してきた。 1958年の総選挙では，

保守党は 2年間，強力な反対党として再びその地位を獲

得した。 1960年には，反対党の中で指導的地位トこいた同

党は総選挙で大敗北を喫したが， 1964年に再び巻き返す

ことができた。だがブソレジョア三党の中では最小の政党

になってしまった。

党員は凡そ19万人で，この他に青年・婦人組織として

約9万人の集団がある。新聞は，ストックホノレムで発行

の強力な日刊紙スペンスカ・ダーグブラデット (Sven-



ska Dagbladeりがある。

同党を支持する利益集団としては， 25.000をこえる会

社やスウェーデン使用者連合を組織する SAFがあり，

経営者，高給生活者が高い寄j合で支持している。

8 共産党

共産党(正規の名称は VansterpartietKommunister. 

na共産主義左党という〉は1921年に創設された。この

直接の原因となったのは， 1917年にプランティング党首

が指揮していた社会民主労働党から離党して結成された

左翼社会党の分裂である。スウェーデン共産党の歴史

は，独立路線を保っかあるいはモスクワに従属して国際

共産主義路線をとるかで，たえず緊張していた点であ

る。全般的に言って，後者の路線を従来は専らとってい

た。しかし，最近になって，つまり 一枚岩の共産主義世

界の団結から，多中心主義的傾向になるにしたがって，

党は独立路線をとるようになった。党の新しい政治的な

外観は， 1967年の新綱領に反映されている。そして，党

名を変えたことにも反映している。正式には，共産党か

ら「共産主義左党.J(Vansterpartiet Kommunisterna) 

に変り，呼び名からいえば，いわゆる共産党よりも左の

印象をうける党名になった。

党のイメージ・チェンジは， 1964年にへルマンソン

(c. H. Hermansson)が党首になってから成功した。

テレビジョンを通じての魅力的な話しぶりが大きな効果

となった。議会においては，いうまでもなく弱小勢力で

はあるが，社会民主労働党政府を批判しながらも支持の

立場を変えず，政府を打倒するようなことは決してしな

い。そのことは， 1970年の総選挙の際の社会民主労働党

政府の後退にもかかわらず，政府退陣問題が起きなかっ

たことによっても証明される。このことは，共産党の在

り方に大きな要因がある(後述する〉。

共産党の主要な地盤は，スウ ェーデンの最北部のノル

ボッテン (Norrbotten)地区や，大都市のストックホ

ルム及びヨーテボリなどである。これらの地域では，党

は最も精力的に活動している。党の新聞はきわめて弱体

である。北部のノレレオ (Lulea)地方で発行している

Norrskensflammanと，ストックホノレムで発行されて

いる週刊NyDagである。

9 その他の政治集団

過去数十年にわたって以上の五党が議会に代表者を送

っているが，それ以前は更に複雑な状態であった。第一

次大戦後の労働運動における政治的不安は，沢山の社会

主義小政党の出現にもなった。 1922年以前は，二つの農

民政党が議会に議席を占めていたし， 1923年から34年の

聞は，二つの自由主義政党があった。だが，ファシスト

政党はスウェーデン議会に議席を占めたことはなかっ

た。

1960年代には，政党構造に二つの新しい発展がみられ

た。この二つは既成政党に対する不満から生れたもので

あった。第一は，野党は長期政権 (1932年以来〉の社会

民主労働党内閣にとって代るような具体性も実力もない

ということと，第二は，キリスト教精神の無視とスウェ

ーデン国家と社会の中ではびこっている世俗化の傾向に

対して，多くのキリスト教徒の活動家から提出されたも

のである。

第一の問題は野党連合につながる問題である。 1950年

代の末期までは，保守党と自由党の間に連携行動があっ

た。そのねらいは中央党をふくめて三党連合を樹立しよ

うとしたことである。しかし，中央党は，文字通り中央

に位置する有利な地位を放棄しよ うとはしなかった。自

由党も保守党と同一視されることをこのまなかった。部

分的にこのような理由のために，自由党は保守党との協

力を妨害することになった。このことは，実現すると恩

われていた「自由党一保守党」の連合が，多くの左寄り

の自由党員たちの仲たがいによってだめになっていった。

そこで自由党は態度を変更し，中央党に接近していった。

「中間政党」同士の協働は，新しい目標となった。保守

党は止むをえず弧立状態になった。そのため小さな右翼

政党に止まることにならざるをえなかった。他方，中間

政党の結合は，社会民主労働党に対抗して二者択一を迫

る強力で進歩的なものに発展をしていった。しかし，こ

の発展は，あらゆるブルジョア政党の聞で反発がでてき

た。 1964年の総選挙の前に，南部スワェーデンで「ブノレ

ジョア統一運動.J (lVledborgerlig Samling) という名

称の新しい政党が設立された。基本的には，保守主義者

に起源しており，ブルジョア三党の共同の綱領を創造す

ることと，里子党連合の考え方を実現するための方向へ有

効な歩みを行なうため全国的な党機構に従うことの二つ

がその主要な目的であった。この動向は， 1970年末から

具体的に展開され始めた日本政治における民社党一公明

党一社会党の一部による自民党に対抗するための政界再

編成に類似性を見出すことができる。ブノレジヨア統一運

動は， 一つの選挙区で立候補の調整を行なった。 1966年

の地方選挙では，同じような形態の運動が活動的であっ

たし，また沢山の選挙区でブルジョア政党の二党間ない

し三党間での協働が活発に行なわれた。 1966年の地方選

挙でこのような結合は，中間政党にとって多大の成果を

あげることとなった。主たる利益をうけたのは中央党で，

保守党もよかった。 1967年の終り頃までに，与党との闘

争であらゆる重要な問題について，保守党にも支持され

る中間諸政党による「中間党」の出現が期待された。

キリスト教や道徳上の諸価値を粗略にした反発とし

て， 1964年にキリスト教民主党 (KristenDemokratisk 

Samling)の形成となった。同党は，社会民主労働党を

ふくんだ全既成政党内部の治動的なキリスト教徒に訴え

ることをねらいとした。選挙では殆んど反応がなかった

ことは1970年の統一選挙でも同じであった。 1964年と68

年そして70年も一議席も議会に代表を送れなかったが，

既成政党に対してキリスト教徒の要求を形成する上で，

はっきりと貢献したことはたしかであった。

(末完)
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OECDの積極的マンパワー政策とスウェーデンの

労働市場政策-有力な経済政策用具 (2)

OECD's Active Manpower Policies and Swedish Labour Market policy--A 

Significant Weapon in the Economic policies (2) 

すぐれた経済・産業政策によって達成された高能率社

会スウェーデン

今日，先進諸国の中で福祉国家を標ぼうする国は数多

くみられる。その中でも北欧諸国を除いて，人口，政治

的，社会的な背景の点からスウェーデンに類似している

国としては，オーストリアsスイス，オランダなどがあ

げられよう。とりわけ，オーストリアは，東西両陣営に

はさまれていること，第二次大戦後中立国にな ったこ

と，社会保障制度が完備していること等に加え，人口も

約732万人 (1968年〉で約795万人(1969年〉のスウェー

デンとほぼ等しい。

ところが，この両国は経済政策や産業政策の運営態度

の点では著しく対象的である。スウ ェーデンでは，グン

ナーノレ・ミュノレダ-1レ，エリック・リンダーノレ， をはじ

め，故ダーク・ハマーショノレド，アサーノレ・リンドベッ

ク，ベント・ハンセン，イエスタ・レーン等のすぐれた

経済学者が，経済政策の運営面で活躍し，いちはやくケ

インズ的金融財政政策を導入し，その後も近代的な経済

政策の用具を活用している。経済政策運用の面では，オ

ランダとともに世界のトップにランクされよう。産業政

策でもすぐれており，混合経済のモデ、/レと言えよう。

一方，輝かしいオーストリー学派の伝統をもっオース

トリアでは， 19世紀的自由主義経済思想、の影響が強く，

社会党の連立政権後も自由主義的経済政策がとられてき

たといわれている①。西ドイツでは，エアノリレトの自由

経済が挫折し，ケインズ派のシラー経済相等により，近

代的な財政金融政策が採用され方向転換されたのと対象

的である。

また，オーストリアの社会主義はマックス・アドラ一

等のオーストリア・マルクス主義， E'ベノレンシュタイ

ンの修正主義の流れをくむ，穏健ではあるが，古典的な

マJレキストが多く，産業政策と言えば国有化を主張する

位で進歩がみられない。その点スウェーデンでは，資本

主義経済のもつメリットは最大限活用され， SASをはじ

め， SKF， LM EJicsson， Volvo， ASEA， STAB， 

Ii'Alfa-Laval， AB Electrolux， Atlas Copco， SAAB，サ

ンドピック等，小型ではあるが質の高い優秀な世界企業

を数多く生んでいる。スウェーデンの財貨およびサービ

スの生産部門で，所有形態が国営または半国営の企業が

占める割合は，生産額で7-8%，就業者で 6%にすぎ

ない②。すなわち，スウェーデンの国営企業はKiruna

の鉱山会社LKAB，国営林業会社， スウェーデ、ン電信

電話会社，タバコ販売公社，固有の電力会社(電力生産

の40%)スウェーデン国鉄位なものである。その他，地

方自治体の経営する公企業，約7%を除いても，生産部

6 

研究員 永 山 泰 彦
yasuhiko Nagayama 

門の85%以上は民間企業によって占められている。

他方，オーストリアでは，製造業部門だけでも付加価

値の25%以上は国有企業に占められ，製鉄，石油精製，

電力等の重工業，主要金融機関もすべて固有である。し

かし，オーストリアで，真に世界企業と言えるのは国営の

鉄鋼会記 VOEST(フオエスト〉位であると言われている。

スウェーデンでは，また協同組合が経済に占める地位

が非常に高く，競争の障害になる，独占とか寡占の対抗

力になっている。

スワェーデン経済の高い能率については， 1968年に外

務省派遣の外資問題調査団の一員として，欧米諸国の事

情を調査した小宮隆太郎東大経済学部助教授が，かなり

興味深い観察をしておられる①。小宮氏は「現代のスウ

ェーデンはいろいろな点でアメリカにi以ていて，ヨーロ

ッパの中でもっともアメリカ的な社会だといってよい0

.都市と農村の問に生活水準，教育水準の差がないこ

と，著名な経済学者が政府の経済政策に参画しているこ

となどは，アメリカよりむしろ近代化が進んでいる。流

通機構が近代化し…ー，職業上のモビリティーにおいて

も，スウ ェーデンはアメリカなみである。これは，比較

的固定的なヨーロッパ諸国のなかでユニークであり，競

争的で効率的な社会を反映している。」“アメリカ的"とい

う評価に対して反ばくされるむきが多いと思うが，文化，

政治，社会制度の面を別とすれば，これは正当な評価で

あろう。少なくとも， 1960年代までは，アメリカの企業

が世界を制覇し， ヨーロッパを席巻し， ヨーロツノ匂こ

「テクノロジカノいギ、ヤツプ」とか「マネージメント・ギ

ャッフ。」という深刻な問題を提起した。そのアメリカの挑

戦によく対抗できた点にスウェーデンの高能率社会の側

面が示されているわけである。小宮氏はふれられていな

いが，進んだ社会保障制度とならんで，アメ Dカをしの

いでいるのが，労働市場政策，積極的マンパワー政策なの

である。スウェーデンの順調な経済成長や福祉国家成立

の基礎は，労働市場政策尺あると説く者が少なくないと

いわれる@。 この労働市場政策は，経済成長モデノレのよ

うに経済学フロロバーの問題ではなく，社会政策，教育政

策，社会福祉政策等の総合的な政策である。つぎに，この

政策の成果を経済や産業の発展の点で評価してみたい。

順調に発展した60年代のスウェーデン経済

一般に， 一国の経済力全体の水準は国民総生産 (GN

P)で示される。しかしその国の真の能率の水準はGN

Pでは示されない。この経済的能率=広義の労働生産'性

は， GNPを労働人口で割った数値で示される。この労働

生産性=労働力一人当りのGNPは，一人当 P国畏所得



と相関を示すので，その国の経済的な能率は一人当り国

民所得の水準でほぼ示されていると考えてよいであろう。

第 l表は， 1961-68年の主要先進国のドノレ表示による

一人当り国民所得，ならびにその世界の順位である。こ

の第 l表のように，スウェーデンは， 1960年代の初めに

は一人当たり国民所得は， 1， 445ドlレで，カナダについ

で世界第4位であった。しかし， 60年代の後半， 1967年

には 2，675ドノレ， 1968年には 2，825ドルになり，アメリ

第1表 主要諸国の一人当り国民所得とその順位
1961年順 1967年順 1968年順
一人当 一人当 一人当
りド/レ位 りドノレ位 りドノレ位

アメリカ 2，308① 3，279① 3，552① 

スイス1， 463① 2，194① 2，333① 

カナダ1，459① 2，086④ 2，226④ 
スウェーデン1， 445④ 2，675② 2，825① 

ニュージーランド1， 313① 1， 749③ 1， 506⑬ 

イギリス1， 149③ 1，574 Q9 1，436 QID 
西ドイツ1， 072⑮ 1，519 QID 1，726⑮ 

フランス 1，034QY 1，655③ 1， 923⑦ 

オーストリア 736⑬ 1， 100⑬ 1， 151⑬ 
日 本 402@ 929⑫1，  335※ 

(1969年)16-17位

資料 u.N. Monthly Bulletin of Statisticsおよび

1968年度の数値は，日銀「国際比較統計」昭和45年，日
本の1969年の国民所得は経企庁の国民所得統計(速報〕

カト二次いで世界第 2位を確保している。これに対して，

前述のオーストリアは， 1961年に18位から19位に下落

し，一人当たりの国民所得も736ドノレから1， 151ドノレとほ

ぼ横ばいで，スウェーデンとは対象的である。ポンド切

り下げをやった英国も 8位から15位に下落している。

わが国の経済も， 1960年代には年率10%以上の高い成

長をとげたが， 一人当たりの国民所得水準では，やっと

10年前のスウ ェーデンの水準に達したところなのである

(為替換算率による購買力と実際の購買力は若干異なる

ため，厳密には同水準でないが)。

スウェーデンで労働市場政策が導入された時点の経済

成長率は， OECDの先進国グループの平均よりも高かっ

た(第 2表)。つぎにこのようなスウェーデン経済につ

いて簡単な評価を経済成長論の観点から試みてみたい。

まず，ケインズ流のハロッド， ドーマー， さらにハロ

ッドモデノレを発展させたデューゼンペリー等の経済成長

期表 G N P成長率官辺諸定価格〉

スウェーデン 5.1% オーストリア 4.3 
ベルギー 4.4 フランス 4.7 
イ タリア 4.9 イギリス 3.3 
西ドイツ 4.9 アメリカ 4.2 
日本を除く OECD計 4.4 
資料 Svensk Ekonomi 1966ー77およびOECD

モデJレについてみると，これらはいずれも生産要素とし

ての資本商からのアプローチが中心であり，労働の質的

側面ばあまり問題にされていない。例えば，ハロッドモ

デlレでは，完全雇用が景気循環の一応の天井になってお

り，それを超えた成長はあまり問題にされていない。こ

のようなモデノレは遊休設備と失業が恒常的な状態であ

る，アメリカやイギリスで開発された理論としては当然

なのかもしれない。

他方，最近経済企画庁の研究所が試みた，新古典派的

なデニソン等の限界生産力説による分析手法は，その理

論的華麗さの反面，現実の分析にはあまり有効ではない

ようである。限界生産力説では「労働や資本はそれぞれ

の限界価値生産物に等しい報酬を受けとる」という基本

的な仮定がある。したがって，日本のように，女性の賃

金は男性の半分にすぎない国では，限界生産力説に従う

と，女性は男性の半分の能力しかないことになる。ま

た，日本のように，若年新規学卒者を好んで採用する慣

行をもっ国では，大卒よりも高卒，高卒よりも中卒の方

が，初任給水準が相対的に高くなる傾向がある。例え

ば，中卒の初任給と大卒の初任給の比率は，西欧や北欧

では， 100: 194であるのに，日本では100:161で(企画庁

のデータによる〉同ーの条件で成長への貢献度を比較す

るのは無理なようである。

したがって，経済学の理論で，労働の質の差を正しく

導入して，成長への貢献度を数量的に計測するのはむず

かしいと言えよう。

最も単純な型で間接的に成長の要因を推定してみるこ

とにする。経済成長の原因を簡単に要約すると次のよう
になる。

「 資本装備率の引上げ
経済成長 |労働生産性の上昇<資本生産性の上昇

l労働力の投入量増
ここでは，資本面の要因は考えないで労働のみをみる

ことにすると，第ーに労働力の投入量の問題がでてく

る。労働の投入は，就業者の単純な増加に労働時間の増

第3表 スウェーデン，日本，アメリカにおける
労働投入 (平均年率 %) 

| スウェーデン | 日本 | アメリカ

年~~~ ~~i? I ~~~ I ~~~ I 60年 65年 I68年 62年
A就業者増加率 0.5 0.11 1. 5 ' 1. 1 
B就業者一人当^~ ， 1':"1 ^ 1 

りの労働時間| 一0.5 ー1.51 O. 1 I -0.2 
C労働投入

計 I
(A+B) 0 -1.41 +1.41 十0.9

人口増加率 0.6 0.61 

資料スウェーデン=ErickWesterand， Rune. Beck. 
man， Sweden's Economy 1962による。
アメリカは Denison，日本のは経企庁「エコノミ
スト_I70年11月24日による。

減を加算し， さらに熟練度等の労働の質的な要素も加味

しなければならない。しかし，教育水準とか労働の能力

差，熟練度等の労働の質的要素を数値によって国際比較

をするのは非常に困難である。したがって，第3表では

就業者の増加プラス労働時間の増減を労働投入量(年率〉

としてスウェーデン，日本およびアメリカについて比較

したものである。日本やアメリカの労働投入量は， 50 

年代から60年代にかけて増加しているのに対し，スウェ

ーデンでは実質的に減少している。日本では， とくに

1959-64年頃は戦後のベビーブームの波が労働力化した

ことも原因になり，労働投入量は年率で 3-7%も増加

している。これが成長の一つの要素になっている。

スウェーデンで1960年代に労働の投入がマイナスにな

った原因は，労働時間の短縮が行なわれたこともあげら

れるが，第一に，この時期は1940年代の住宅難時代に急

激に減少した人口増加率の底辺にあたっているためであ

る。第二の要因として，豊かな社会に入ったスウェーデ

ンでは，女性が職場から家庭に帰ったことがあげられて

いる。第三には，同様に若年層の教育期聞が伸びたこと，

さらに第四の要因として， 19世紀末から20世紀の初頭に

かけての非常に出生率が高かった時代の人々が老年期に

入り，現職から引退したことがあげられている⑥。 事

実，スウェーデンでは， 1963年には65歳以上の老令人口

が，全人口の12.4%に達している(日本では1963年には

(12頁へつづく)
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E 蓋Z宣a
Brief Notes of Sweden 

スウェーデンの経済の見通し
A prospect of the Swedish economy. 

1971-1975年間のスウェーデン経済に関する報告書に

もられた i1970年長期調査」によれば，毎年生産性が

4.6%上昇し，毎週当たりの労働時聞が42す時間から40

時間に減少することによって労働力の流入が毎年 0.8%

づっ減退するとすれば，その結果つづく 5カ年間，スウ

ェーデンの国民総生産は毎年3.8%づっ 上昇するという。

1965-70年間では，国民総生産は年率 4%上昇した。

この研究は，政府が経済発展の中心かつ第一の目的を

完全雇用，急速な経済成長，所得のより平均した分配，

安定した物価，均衡のとれた国際収支とするという推定

に基づいてなされたものである。

この研究での資源需要についての基本的な計算は，

1975年までに国際収支の均衡を計ろうとする案に関した

もので，これに従えば，公共消費はこの期間に中央およ

び地方政府の公表した計画よりも0.5%低い平均年率4.5

%で増加し，この場合公衆衛生と教育とに特にカを入れ

る。個人消費は，もし投資の伸びを年率 3.5%に維持し

たいのならば，年率 3.3%以上の率で伸びることは許さ

れない。

「基本的な算定に於ける需要情勢のこうした構成要素

の暗示するところは，商品とサービスの輸入は年率 6%

以上で上昇するであろうということ」とされ， 1975年ま

でに希望する国際収支の均衡を果たすためには，輸出が

年率7.3%で上昇しなければならないということを意味

している。

地方政府および産業界の特定部門に対しては環境保全

のための投資計画について質問がなされ，鉱山業および

製造業の場合には16億クローナ(1， 120億円〉に達する

ものと推定されており，これは期間中の鉱山および製造

業全体の投資額の約8%に相当，地方政府の場合には，

水および、下水汚物に対する投資額は慎重に見積って45億

クローナ (3.150億円〕または地方政府の全投資額の 16

%であると推定されている，とこの長期計画報告書害はの

べている。

パルフ。製紙汚染対策に 490億円
Sweden will use 49，000 million yen to combat 

pollutions caused by pulp and paper industries 

スウェーデン・パJレフ。製紙協会は，その概況報告の中

で「バノレフ。および製紙業界は1970年代前半に，汚染コン

トロールのためおよそ 7億クローナ (約490億円〉を投

入することになろう」としている。過去5年間にはおよ

そ2億5千万クローナ(約175億円〉が投入された。

この大規模な計画は，環境コントロール分野の各機関

と協カして行なわれる。協会のメンパー会社，研究所，

コンサルタント会社，機械製造業者などからなる約70入

の研究者は，森林産業の水および汚染研究実験所 (SSV

L)のコントロールを受けることになる。
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1960年代中頃から，森林産業界が川や湖に排出する物

質の量は防止技術の発達で減少したが，しかしなお排出

物質は相当量に達する。そこで，最上かつもっとも速効

性のある結果を得るためには，排棄物の量を最少にする

と同時に，原料および化学薬品の回収方法の改良を達成

することが原則となる。それで、なおかつ排出せねばなら

ない物質は，沈澱や浄化プラントで処理することにな

る。

この計画における業務は 8種のプロジェクト・チーム

に分かれる。それぞれの目的や作業計画の割りふりは，

1973年前半までに完成する予定。アメリカ，カナダ，フ

ィンランド，ノノレウェーの業界機構に対して協力とノウ

ハウの交換のための連絡がとられてきた。なお，この種

のプロジェクト・チームとは，第ーはパノレフ。のクッキン

グ・ワ ォッシング，スクーリングを取り扱い，第二はパ

ノレフ。の漂白，第三は濃縮分の脱水および処理，第四は

一時的な排出，第五はスラッジの取扱い，第六は製紙業

におけるシステム，第七は排水の微生物学，化学的浄化

方法について研究し，第八は大気汚染の問題に取り組む。

市や町をなくして「コミューン」へ
Sweden abolishes the old towns & cities in fa¥'our 

of the new administration unit "Kommun" 

地方自治制度改革の第一段階として，スウェーデンで

は1月 1日から市 (Stad)や町 (Koping)の名称を廃

止，全部を「コミューンJ (Commun)と呼ぶと同時

に， 848のコミューンは合併により 464に減少した。この

改革は74年 1月 1日に完了の予定で，その日寺点でのコミ

ューンの数は272になる。

この改革について，最高責任者のjレンドクグイスト民

政大臣は「新コミューン制度は，都市とその周辺の田屋i

コミューンとの共通計画の実行を容易にする。この改革

は，園内各地域発展のパランスを図る政策にとって不可

欠の条件である」とのべている。

しかし，この改革には批判の声もある。去る 1月19日

にスウェーデン社会研究所を訪問した保守党の Gosta

Jacobsson氏は，多くのスウェーデン人の考え方を代表

して「市と町をなくすことは権利のじゅうりんであれ

歴史と伝統の完全な無視だ」と抗議しており，与党の社

民党の中にも批判の声があるという。

歴史的に有名な市でも合併によって新コミューンの中

心から消えたものもかなりある。たとえば1.200年代，

ノルウエー王ホーコン・ホーコンソンにより市政の敷か

れたτマ-1レストランド(ヨッテボリ付近の島〉はクング

エルブ・コミューンに入り， 1317年ビリヤー主によって

市の特権を与えられたトーシュへーラはエスキルスツン

ナ・コミューンにはいることになった。トーシュへーラ

では12月31日夜，タイマツ行列をして抗議し，夜中の12

時に市長が市役所前で最後の演説をした。ゴットランド

島の古都ビスピ、ューは，同島13のコミューンとともにゴ

ツトランド・コミューンを形成することになった。

新コミューンの名称、についてもかなり困難があったと

いわれ，また多数の地方自治体は歴史的な紋章と旗を失

なうことになった。規定によると，ある都市が周辺の回



圏コミューンを合併して新コミューンを形成した時は，

その都市の紋章と旗を使用し，その他の場合は新コミュ

ーンに名を与えたコミューンの紋章と旗を使用すること

になっている。

リンチェーピングに総合大学誕生

A New Univ巴rsityat Linkoping. 

風光明娼をもって知られるリンチェーピングには，

1967年秋よりストックホノレム大学の分校が開設され，人

文・社会科学・自然科学の初級学位が出されていた。ま

た1965年の高等教育拡張計画によって， 1969~70学年度

より第4番目の工科大学および医学教育・研究のための

新しいセンターが開設されていた。

ところがこのほど大学庁の発表によると， 1970年秋学

期よりこれらの諸機関が統合され，総合大学として新発

足している。これでスウェーデンにはワップサラ，ノレン

ド，イェーテボノレイ，ストックホノレム， ウーメオの各総

合大学に加えて第6番目の総合大学が誕生したことにな

る。ちなみに在籍者は3，000名である。 (H.N.) 

1970年末の総人口810万人

The Swedish population reached 8目 1

million at the end of 1970. 

中央統計局の公表によると， 1970年末のスウェーデン

の人口は8，093，000人に達した。

出生109，000人，死亡80，000人，純増は1969年の25，000

人と比べて29，000人となった。移住民による純増分は，

移入民78，000人，移出民28，000人で，前年の45，000人か

ら新記録の50，000人へと増加した。

出生率は依然として低く，住民1， 000人当たり 13.5で，

世界でも最低とみられる。

公務員ストが拡大

The civil servants' strike threatens to 

spread further. 

20%の賃上げ、を要求して 1月30日に始‘たスウェーデ

ンの公務員ストは 2月15日地方公務員3，500人に拡大，

これで参加者は10，000人を越えた。ストに入っているの

は，大学卒勤労者組合連盟 (SACO)の一部と公務員

会国連合会加盟組合員で，鉄道，学校，裁判所，建設事

業などにおよぶ。政府はこれに対抗するため，ロックア

ウトを行ない立法措置でひとまず危機を回避した。

外人のための医療通訳絵本

A medical. guide in pictures for foreigners 

in Sweden 

スウェーデンで「絵入り医療通訳」という題の本が新

しく出版された。外国で入院する患者が使うように，医

学上の症状と状況の絵200図が入っている。

実際効果が試験できるよう， 9カ国語の見本パンフレ

ットがスウェーデンの病院に配布された。カギになる言

葉が合計25カ国語に翻訳されていて，今後の版はそれを

どのようにでも組み合わせることができる。図はひじよ

うに単純化されたもので，だれにでも理解できる。

その時どきの状況を描いた揮し絵を指さすことによっ

て，患者と医療スタッフとは意思疎通ができる。たとえ

ば，ある図には小さなハンマーが人聞を打って星がひと

つ飛び出している。別の図では，大きなハンマーが人間

を打って沢山の星を出している。つまり，痛みの強さを

確かめるためである。

この方法は，一部は国際的漫画の記号と表現様式に従

っているもので，患者は，欲しいものやしてほしい手当

を指さしたりすることができる。これによって，言葉が

通じなくても，診断や治療が容易になる。

この本の発案者はスウェーデンの外科学教授ジャック

・アダムズレイ博士で，かつて事故のためソ連の病院に

入院し，ロシア語がわからなくて職員との意思疎通にひ

どく困った経験がある。挿し絵画家はスウェーデンのク

ラエス，フォノレケソン氏，出版者はノレンドのホーカン・

オー/レソンス・フェノレラグ氏。

壊痘の早期発見法

スウェーデンの""'<Jレメ総合病院の外科及び臨床生理学

部門の J.グンデ/レセン博士は，動脈硬化によって生じ

る壊痘の早期診断と処理に際し，決定的な要素である指

と足指の血圧を測定する全く新しい方法を開発した。

この方法は，ベノレクロの相互にからみ合った繊維から

でき，乳樹脂ペンローズの排液チューブの袋をもった小

型の圧縮用の腕につける器具を使用する。それらは圧力

計に結合され，圧力びんからのエアシステムがぴったり

とついている。脈持をみるにはゴムに水銀をつめた張力

ゲージを用いる。この器具からの信号はオシログラフに

記録され，さらにこのオシログラフには腕にまいた器具

の示す血圧も記録される。

指の血圧を測定するには，腕の器具を突然に心臓収縮

する程度にまでふくらませ，それから順次圧力を下げる。

この新しい方法によって，動脈の病気の進んでいる人は，

足指の血圧が約20~50匁であ り，壊症の患者の場合には

この数値はゼロに近いことがわかった。

スカンジナピア最大のシェラトン・

ホテル開業

スウェーデン最新の客室数476のシェラトン・ホテル

がストックホ/レムに最近正式に開業した。このホテルは

スカンジナビア最大で床面積3万平方メートJレ，会建築

費は 6，000万クロ ーナ (42億円)，ストックホノレムの中

央駅のほぼ反対側のテグレバッケンにチューブ型をして

立っている。その外壁は黄土色のレンガでいろどられ，

ホテノレの周辺に沿って走っている歩道はセントラ/レ・ヒ

ーティングが行なわれている。

ユニークな特徴は電話で，ダイヤノレにはホテルのサー

ビスに対応する10個の異ったシンボ/レマークがついてい

て，客は必要なサービス部門に直接電話することができ

る。外線電話は交換手を還さず直接できる。

このホテノレは建設に 2年を要し，その75%をITTが，

残る25%をスカンジナビア航空 (SA S)が保有してい

る。
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故 PerAlbin Hansson首相の未亡人

Sigridきんを訪ねて

Bes凸ken hos fru Sigrid Hansson 

【写真】 Sigrid夫人と Rudbeckさん

今年の 1月，西独出張の際，足を伸ばして，スウェー

デンを訪れた。その目的の一つは，かねての念願であっ

た故PerAlbin Hansson首相の未亡人 Sigridさんを訪

問することであった。

スウェーデン外務省の自動車で，ストックホルムの西

郊オノレステン駅に近い，オ1レステン街40号のHansson邸

に到着したのほ 1月18日の午後3時すぎであった。ス

ウェーデン外務省の対外文化部のリュドベックさんが，

案内と紹介の労をとって下さ ったことは，ありがたかっ

た。

Sigridさんのイ主いは， Hansson首相のありし日のその

ままである。この住いは， 一度紹介したこともあるが，

コンクリート構造二階だての割むね式アパートの一区画

で，ただ一面が半円筒形につき出ているのが，ほかの住

いと違っているだけである。

ベ/レに応じてとびらが開らき，品のよい小柄な老婦人

が現われた。この老婦人こそ目ざすSigrid夫人であ っ

た。

チューリッフ。の小さな花束をさし上げると， Sigridさ

んはTackSa myck巴tをえしゃくされながら，ほほえん

で受けて下さったのはうれしかった。ところが花束の包

み紙の始末に困って，まごまごしていると， Sigridさ

んが，手伝って手ばやく片づけて下さ ったのには，恐縮

した。

玄関でのあいさつがすんでから，招ぜられたのゆ， 12じ

ようほどの応援問であった。この部屋の正座に当たる壁

面には， Hansson首相の大肖像画がかかっている。こ

の肖像画はHansson全盛時代の精かんな面かげをよく
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小野寺 信
Makoto Onodera 

現わしている。またこの絵の反対がわの壁には，ほぼ同

じ大きさの Branting首相の肖像画がかかっている。

Branting氏は， Hansson首相の前任者であり ，またあ

る意味ではお師匠さんでもあった。部屋の北側に置かれ

てある書棚には，背がわの本がきちんと収められている。

これはおそらく Hansson氏の愛読書であったのだろう。

応接間の調度は， Hansson氏のありし日のままで，そ

の配置も変っていないという。家具はその当時の庶民の

常用した程度のもので，豪華な北欧デザインのセットは

勿論，高価な古典的スタイルのものなどは一切目につか

なかった。しかし質素ななかにも何ともいえないなごや

かさが，ただよっているのを覚えた。

Hansson首相は，自家用車は申すまでもなく，専用の

公用車も持たなかったと，ものの本に出ている。これに

ついて，Sigridさんにお尋ねしたら， Hansson氏は自動

車が大好きで，ひそかにSigridさんと一緒に練習してい

たことや， Sigridさんの方が進歩が速かったことなどが，

お話に出て面白かった。

Sigridさんは， 87歳の高令であるから，一寸，敬意を

表して辞去するつもりであったが，面白いお話しがそれ

からそれへとつづき，とうとう食堂でチェリー酒のごち

そうになるまで発展した。

食堂は応接関につづいた 8じようほどの小部屋で，南

側は50坪ほどの芝庭に面している。食堂の調度の質素さ

も，応接と五十歩百歩である。このささやかな庭には数

本の果樹がしげり，春は花の香にかおり，秋はりんごゃ

あんずが，校もたわわに実り，小鳥も訪れるという O

Hansson氏はこの平凡な狭い庭をこよなく愛したこと

は，余りにも有名である。

食堂でふと自にとまったのは，小卓子の上に置かれて

いる帆船の模型であった。この模型がまことにお粗末で

あるが，その乗組メンパーが面白かった。船首はバイキ

ング船の鼻のように伸び，その頂端はになっている。こ
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事 -- スワェーデンは福祉の水準

J 〆' 圭F が高い国だといわれる。しか

在すチジテナ し，どのような点でどの程

度，福祉の水準が高いかを数

量的に比較した試みはなかった。福祉の水準を示す数

量的指標として何を用いるべきかという難問題があっ

た上に，福祉の水準に関する国際比較をするのに適し

た資料も余りに不十分だったからである。

ところが最近になって福祉の問題への各国の関心が

急に高まるにつれて，福祉の水準を福祉指標として数

字的にあらわして，時系列比較およびクロス・セクシ

ョン比較をする試みが行なわれるようにな った。 不完

全ながら福祉水準の国際比較をすることも可能になっ

た。筆者も協力して作成した同盟(全日本労働総同盟

〉福祉ビジョン委員会の 「勤労者福祉指標」は福祉水

準の国際比較をした最初の試みとして注目される。こ

の国際比較は，日本，スウ ェーデン，アメリカ，イギ

』 リス，西ドイツ，フランス，イタリアを対象として，

Y それぞれの国の一人当たり所得および資産，経済安定

の人物はめがねをかけた細面の老人で，白パナマ帽をか

ぶっている。これは申すまでもなく，当時の国王 Gustav

である。自パナマ帽は王がテニスをたのしむとき愛用

されたもので，スウェーデン人に依おなじみのものであ

る。勿論，王を船首にかさ、ったのは，国の象徴であった

ことを示すのである。模型の前かんばんの旧式な大砲の

そばに立って，張り切っている水兵は当時の国防相の

Svard氏，マストによぢ登っている背広の紳士は，同じ

く外相のGunther氏，船の中ほどでドル箱にどかっと腰

を下しているのは，同じく蔵相のWingfors氏である。

Wingfors氏は新聞を手にしているが，目を通 している

のは経済欄であろう。船尾でかじを握って立っているの

は，申すまでもなく Hansson首中日で、ある。首キ目の自ズボ

ンに白シャツの腕まくりはボーリングをたのしむとき

のいつものすがたである。

この模型は，第二次大戦の荒波を乗り切ったスウェー

デン丸そのものであるところに面白さがある。

Sigridさんの質素なベットは， この食堂の片すみに置

かれている。老令であるから恐らく階段の昇降をさける

ために，二階の寝室や居間は使わないことになっている

ためであろう。お手つだいは月一回来るだけだという。

それでも家の内外の掃除整頓はきちんと行きとどき，そ

の上， Sigridさんは地元の社会奉仕にも熱心である。そ

の証拠として Sigridさんは 1966年に受けた賞状を見せ

て下さった。たんすの引き出しが大部いたんでいたの

で，リュドベックさんの手をかりでやっと引き出しから

取り出すことが出来たようなわけであった。

度，分配公正度，人命尊重度，人間環境の快適度，生 i 

きがいあるいは生活充足度を具体的に40ほどの指標に

よって比較したものであるが，それによると予想どお

り，スウェーデンは人命尊重度指標が抜群であり ，人

間環境指標も最高である。

また，同盟の国際比較では，各福祉指標の最もよい

国を100点とし， 最も悪い国をゼロ点として計算する

福祉点数方式という独自の方法を用いて，福祉指標全

体の平均値を算出しているが，それによるとウエイト

付平均で，ス ウェーデン73点，アメリカ64点，イギリ

ス57点，フランス 53点，西ドイツ 50点， イタ リア 47

点，日本26点となっている。

スウェーデンの福祉水準が世界ーであることが数量

的にも実証されたことになる。当研究所でもスウェー

デンと日本の福祉の水準を数量的に比較し，何が両国

の福祉水準の格差を生んで、いるかを確認して，わが国

の福祉水準を高める政策を示唆していきたいと思って

いる。
理 事 丸尾直美 h

、.".，，-........... .... ' . ...---....… 一 、.~

Hansson邸を辞去する

とき，外套を羽おりなが

ら，珍らしいものを見つ

けた。それは白い紙本に

画いた黒線の素描の人物

群像の横額で，日本の普

通の家のなげしの上にか

かっている額に似かよっ

【写真】ス ワェーヂン丸 たものである。 Sigridさ

んの説明によると，この群像はHansson時代以前を含み，

当代の名流スウェーデン人を網羅しているという。なか

に，エレン・ケイ女史やセ1レマ ・ラーゲレフ女史などの

女流名士の顔も見うけられる。

そこで，無駄ぎらいの PerAlbin Hansson氏が，こ

の額を玄関にかかげている意味を考えて見た。このとき

閃くように，私の頭の中にうかんだのは，かれの文化観

であった。構造的革命は，それ自体だけの独走では十分

目的を達することは出来ない。社会一般の態度と世界観

もあわせて改める必要がある」というのは PerAlbin 

Hansson氏の持論である。これを現代的の言葉をかりる

と，文化的革新も経済革命には不可欠のコムプリメント

である，ということになる。おく測ではあるが， Hanss-

on主義と この額との聞に何かの関係がありそうである。

Hansson邸を出たのは午後4時前で，日はとっぷりと

慕れて， 家の ともしびと街灯があかあかと輝やいていた。

今日の最も強い印象は，全盛時代の首相逝って25年，高

令の未亡人が，そのまま引きついで住めるような住居の

持つ意義から来るものである。ここにHansson氏の遠い

見通しの上に立った，計画性と合理性と実用性が具現さ

れていることを，見逃すことが出来ない。
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車l図 日本の証工主における生産陥用車問者

および骨働控入量的推陪(1959-68年)

__<i -1. H • hl U U M ~ ~ o ~~ 
資料 日本生産性本部 「活用骨働統計，45年版

(常用雇用指置1130人以上の事葉所)
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第2図 スウェーテノの虹工業における

生産と琉章者同推持(1958-68年)
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6.7%に過ぎない〕。 なお，スウ ェーデンの出生率は，

1947年頃から上昇し，一時50年代に低下したが60年代に

再び上昇しているため， 1975年以降には若年労働力が増

加傾向に転じる。このように， 1960年代前半のスウェー

テ、ン経済は労働力の面からは最悪の時代に当たってい

た。したがって，労働力の量を質で補う方法，労働装備

率の増大，省カ投資などと ともに労働市場政策が有効に

働いたものと推定される。この点，かなり同ーの条件で

比較できる製造業部門に限定してみるとより明らかにな

る。第 1， 2図は，日本およびスウ ェーデンの， 1958 

68年の労働投入〈スウェーデンは雇用指数〉と鉱工業の

産出量を比較した指数である。日本では，産出量は驚異

的に伸びているが，労働の投入も10年間に40%，雇用者

数で50%近く増えている。 しかし， スウェーデンの場

合，雇用者はむしろ減少している。

注①小宮隆太郎，ヨーロッパ経済の旅1968中公新書1，

① E. Westerlind & R. Beckman， Sweden's 

Economy 1965 Solna P.66-68 the public Sector 

および SkandinaviskaBanken， the Swedish 

Economy 己tockholm1969 P. 25~26 

① 小宮隆太郎，前掲書 P. 32~33 
③ 武藤光朗古馬、福祉国家論，社会思想選書，内 海洋

ー 「スウェーデンにおける労使関係の発展 P.164

④ E. Westerlind Ibid. P. 15~23 Population and 

Labour 
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【活動メモ】 Activit自 になった。

土川元夫名古屋市千種区本町 2丁目 3，6月 8日付@研究会活動 Study Meeting 

2・6 老人問題研究部会。 Iスウェーデンの年金基金」 秋山康之進 札幌市北方東3， 秋山愛生館内 10月
23日付

発表者永山泰彦氏。
.スウェーデンに関する会員の論文

・その他の会合
Articles bv Members of the Institute 

2・16 経団連会館で日瑞基金に関する事務局打合せ会。 J

「 岡里子加穂留 「北欧の社会主義政党と労働組合」上・
2・23 日刊工業ホーlレで， Hakan Hedberg氏が「日

下，同盟 1， 2月号。 Iスウェーデンの政党」上 ・下，
本経済の将来と経営者のあり方」について対談

公明， 2， 3月号。 Iストックホ/レム」社会思想研究，
2・24 日向精蔵スウェーデン駐苦IJ全権大使の壮行昼食

1， 2， 3月号。
会を霞ヶ関ビツレ東海校友会館で、開催。

石渡利康 「北欧にみる国民統治論」中央公論3月号
・日瑞往来 Persons to and from Sweden 

高須裕三「スウェーデン性解放の本質一一自然と融和
1・27 Staffan J ansso口氏が由美子夫人と共に来日，

した現代型」一一(有斐閣刊ジュリスト I性」特集号
2月26日帰国した。

村松博雄「性の医学的考察J (向上〉
3・19 中央大学教授・ )11口弘氏は，スウェーデンの財
政金融政策研究のため，およそ一カ年の予定で波瑞，ス スウェーデン新聞・雑誌
トックホ/レムに滞在する。 Newspapersand Magazines of Sweden 

3 .28 新潟日報社村山義弘氏は，スウェーデンの地方 研究所では， スカンジナビア航空 (SA S)のご協力

都市行政取材でOrebroに一週間滞在予定。 により つぎの三紙を備えています。

5・9~14 クリスチーナ王女およびストックホノレムの Goteborgs Hand巴ls-ochSjりfartstidning

東洋美術館々長が来日予定。 DAGENS NYHETER 

・パンフレ ットの発行 Pamphlet SVENSKA DAGBLADET 

「スウェーデン経済政策の課題一一インフレーション またスウ ェーデ‘ンのつぎの雑誌を備えています。

との戦い」一一アサー/レ・ リンドベック教授，小野寺信 Vi 
訳 希望者は実費送料共135円 (郵券代用可〉を添えて VECKANS AFFERER 

S¥司TEDEN NOW 
お申し込み下さい。

SCANDINAVIAN TIMES 
・スウェーテン名誉領事の任命 .定期購読のおすすめ

Two J apanese were appointed as honorary consuls この 「ス ウェーデン社会研究月報」は，送料共一部定

by Sweden 価50円，年間購読料500円です。 郵便振替か現金書留で
昨年中にスウェーデン名誉領事 2名が新しく任命され 購読料をご送金下されば，毎月郵送でお届けします。本

た。これでいままでの横浜(ベノレデリウ ス氏)，神戸・ 誌の発展と充実のためにご知友にもおすすめ下さい。

大阪(高里子梧郎氏)，門司(イーデン氏〉 を含めて 5人 郵便振替番号東京 84429 

12 




