
本中間報告は、日本経済の抱える課題とその克服に向けて中長期的観点か

ら論点と考えられるもののうち、2 つの中心的課題について、経済社会構造

に関する有識者会議の下に設置された伊藤元重教授（東京大学大学院経済学

研究科）を主査とする「日本経済の実態と政策の在り方に関するワーキン

グ・グループ」において、委員等から提出されたペーパーや事務局が提出し

た調査分析などを踏まえて行われた議論を主査がとりまとめたものである。 
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「日本経済の実態と政策の在り方に関するワーキング・グループ」 

中間報告 

 

はじめに 

 

本ワーキング・グループは、国際的な環境を含めた日本経済の現状を客観的に分析

するとともに、我が国の今後の経済政策の在り方について検討を行うため、東京大学

伊藤元重教授を主査として「経済社会構造に関する有識者会議」の下に設置された。 

本中間報告は、日本経済の抱える課題とその克服に向けて中長期的観点から論点と

考えられるもののうち、まずは「グローバル経済の中で進むべき道筋」と「中間層の

再生」の２つの中心的課題について、ワーキング・グループの構成員が共有できる標

準的な見解を示すことを目的としてとりまとめたものである。 

 

 

Ⅰ．グローバル経済の中で進むべき道筋 

日本で低成長が長く続いている背景には、労働力人口の伸びの鈍化・減少、デフレ

の継続などとともに、成長するアジアの中に位置しながら、国際分業のメリットを十

分に活用できていないことがあると考えられる。日本の比較優位が新興国の経済発展

により変化しているにもかかわらず、産業構造の転換やそれに適合した人材育成が遅

れていることに大きな原因があるとみられる。 

 

１． 近隣諸国の増大する需要の取り込み 

（１）比較優位を活かす双方向貿易の拡大 

① 日本の貿易依存度は、現在も世界の中で最も低い水準にある。日本の主な貿易相

手であるアジア・太平洋地域の成長率は高く、グラビティ（引力）理論1にあるよ

うに、米国やＥＵに比べて貿易を拡大しやすい位置にあるにもかかわらず、世界

貿易に占める日本のシェアは低下を続けている。また、アジアの代表例として中

国の輸入に占める日本のシェアをみても低下している。その背景には、アジア等

の新興国の経済発展により、日本の比較優位が変化している中で、国際分業のメ

リットを活かせるよう十分適応できていないことがあると考えられる。 

② 日本の貿易構造は、1990 年代に電気機械、一般機械、輸送機械などで現地生産へ

の切り替えや日本への逆輸入などが進んだことを受けて、かつての加工貿易型（垂

直分業）から双方向貿易型（水平分業）へと変化しつつある。 

③ 日本が強みを有すると考えられる高度人材集約的な分野、例えば、大規模な研究

開発を要するもの（炭素繊維、燃料電池等の素材、製品等）、特殊な技能を要する

もの（ロボット、工作機械、ベアリング等の資本財、部品等）、生産工程を含めて

安全性への信頼が不可欠なもの（農産物・食品、生活用品等）などでは、オンリ

ーワンの技術など非価格競争力を含めた国際競争力を維持・強化し、国際分業か

                                                  
1 各国間の貿易量は、各国の経済規模に比例し、各国間の距離に反比例するという考え方。 
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ら得られる利益を拡大していくことは可能と考えられる。 

④ 輸出相手先の所得の伸びに比例して日本からの輸出が伸びると仮定すると、輸出

額は、2010 年に比べて、2020 年には 1.5 倍程度、2030 年には 2.4 倍程度、このう

ちアジア向けの輸出は、2020 年には 1.8 倍程度（日本の輸出全体に占めるシェア

は現在の約５割から約６割に）、2030 年には 3.1 倍程度（同約７割）になると試算

されるが、このためには、上述のような民間の積極的対応と政府による環境整備

が不可欠である。 

 

（２）海外展開による収益機会の拡大 

① 国際分業から得られる利益を拡大するためには、企業の海外展開も重要となる。

海外に進出することにより生産規模の拡大や海外の豊富な労働力を活用すること

を通じて、企業が事業を継続し、さらに、新規事業を展開する機会が拡大する。

国内において、本社機能、研究開発、高度な技術を要する素材・部品の生産等を

担う雇用を維持・拡大することも可能と考えられる。 

② 近年、海外から国内への所得の流れが拡大しており、海外からの要素所得が反映

されているＧＮＩ（国民総所得）は、ＧＤＰ（国内総生産）を３％程度上回るに

至っている（投資収益等）。これを踏まえ、経済政策の立案や目標設定に際して、

ＧＮＩをＧＤＰとともに重視すべきである。 

③ 現在、海外から収益を得ているのは主に製造業・大企業であるが、製造業に限ら

ず、小売業、サービス業などにおいても、また、中堅・中小企業についても、国

内で蓄積したノウハウやビジネスモデル、安全性などの品質の高さ、洗練された

サービスなどの強みを活かして、海外展開が徐々に拡大している。海外のマーケ

ット情報やリスク情報の提供などの環境整備を進める必要がある。 

 

（３）高いレベルの経済連携の活用 

今後、世界経済は中国、インド、ブラジル等がＧＤＰの大きなウェイトを占めるよ

うになると見込まれる。グローバルな経済秩序も、米国を中心とする先進国主導の 20

世紀型から新たなものに移行するプロセスにあるとも考えられる。 

今後、アジア・太平洋地域をはじめとして国際的な経済交流の重要性はますます高

まる。ヒト、モノ、カネ、サービスなどが国境を越えて行き交う際のハードルを引き

下げるため、高いレベルの経済連携をはじめ自由貿易体制の強化に積極的に関与する

ことが重要である。 

 

２．空洞化を越えた産業構造の転換 

① 我が国の産業構造をみると、サービス化が趨勢的に進展してきている。名目ＧＤ

Ｐに占める製造業の割合は、1980 年の 28.0％から 80 年代に 1.5 ポイント、90 年

代に 4.3 ポイント、その後 2009 年までにさらに 4.2 ポイント低下し、18.0％とな

っている2。 

② 日本が比較優位を有する分野（上記１．（１）③で示した分野等）の成長を実現す
                                                  
2 他のＯＥＣＤ諸国をみると、米国や英国は我が国を上回る低下幅、ドイツは我が国と同程度の低下幅となってい

るが、スウェーデンは日本の３分の１程度の低下幅、韓国では逆に製造業のウェイトは高まっている。 
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ることにより、国際分業が進展する中で、空洞化といわれるような事態を避け、「も

のづくり」に軸足を置きつつ産業構造の転換を図ることができると考えられる。 

このためには、後述するように、企業や産業を越えた高度人材の育成が不可欠で

あり、主として企業内教育に依存している現在の教育、人材育成のシステムの改

革が必要である。 

③ 国内では雇用吸収力のある産業の創出が課題となっている。しかしながら、雇用

吸収力のある産業は、相対的に生産性が低く、賃金も低水準にとどまっていると

いう問題がある。 

世界でいち早く進む少子・高齢化を前向きに捉え、他国に対して少子・高齢社会

のモデルとなる、付加価値生産性の高い財・サービスの供給体制を構築してくべ

きである。このためには、規制・制度改革を進め潜在的な需要を顕在化させると

ともに、製造業の高い技術力を医療、金融、公益サービスなど国内のサービス業

等に活用すること（例えば、ＩＣＴの活用等）、必要な分野ではＭ＆Ａ等を通じた

収益力の強化を進めることも必要である。 

④ 産業構造の転換を円滑に進めるためには、金融面でのサポートも不可欠であり、

新しい事業に挑戦する企業にリスクマネーの供給が行われる必要がある。 

現在、政府部門の赤字のファイナンスに使われている資金が、リスク投資を含め

民間部門に向かうようにするため、財政赤字の削減を進めることと並行して、信

用リスクの評価手法やコンサルティング能力の向上などによって金融仲介機能の

強化を図るとともに、投資ファンドの活用を含め民間部門がリスクをとるための

環境整備を行う必要がある。 

 

３．国際的な金融環境の変化への対応 

① グレート・モデレーション（大いなる安定）と言われる時代は過ぎ、不安定な資

本移動とそれに伴う為替の変動が起こる時代となっている。リーマン・ショック

にみられるように、経済の相互依存関係がますます深まる中で、一地域の問題が

様々な経路で世界経済に影響を与えるようになっている。このような中で、金融

面での国際的な協調体制の強化は重要な課題であり、我が国として制度設計を含

め適切な貢献を行うべきである。 

② 欧州の債務問題に注目が集まっているが、今後も国際的な金融危機等の問題が起

こることを想定し、国際的な危機対応スキームの強化、モニタリング機能の強化

など危機管理の在り方について検討すべきである。 

③ 近隣諸国が資本移動等の規制を継続する中で、自由化されている我が国の為替レ

ートが大きく変動する傾向にあること等に鑑み、近隣諸国の発展段階を踏まえな

がら、資本移動の自由化など金融・為替に関わる制度調整を促すことが必要と考

えられる。 

 

 

  

3



 

 

Ⅱ．中間層の再生 

１．中間層の再生に向けて 

かつては、「一億総中流」と言われ、分厚い中間層の存在が消費の拡大や生産性の向

上を支え、経済発展と社会の安定の礎となってきた。しかしながら、日本経済の潜在

的な成長力が低下し、高い成長を期待できなくなった中で、近年においては、貧困化

や格差問題に悩む人や将来に不安を持つ人も増加している。中間層の抱える問題や不

安を緩和し、希望が持てる社会としていく必要がある。 

 

（１） 中間層の動向 

① 中間層の定義は様々であり、実態をよく把握することが必要である。内閣府の「国

民生活に関する世論調査」によれば、生活のレベルを「中流」と考える人の割合

に大きな変動はない。ただし、細かくみれば、いわゆる「上流」と「下流」への

二極化が進んでいるとみることもできる。また、「社会階層と社会移動調査」によ

れば、「中流」が減少し、「下流」が増えている。 

② 一方、「国民生活基礎調査」から所得分布の変化をみると、必ずしも二極化が進ん

でいるわけではなく、高齢化等の要因もあり、総じて貧困化する傾向がみられる。

また、雇用者全体の４割程度を占めていた、時間当たり賃金で 1,000 円～1,700

円の雇用者が大きく減少しているとの分析もある。 

③ 最近、国民の中に様々な不安感が高まっており、かつては中間層と意識できれば

一応満足できたが、現在では中間層であっても満足というわけではなくなってき

ている。 

④ かつては、大企業・中堅企業等の正社員として就職して定年まで勤務し、戸建て

の自宅や車を所有するといった中間層の典型的なイメージがあったが、今日では、

職業における流動性が高まり、個人の価値観が多様化しライフスタイルも様々に

なっていることから、中間層の典型的な単一のイメージは描きにくくなっている。 

 

（２） 今後の取組の方向性 

上記Ⅰ．で述べた対応等により、一定程度の経済成長を確保するとともに、以下の

ような取組を進めることが重要である。 

① 産業構造の変化に対応する雇用 

中間層の抱える問題や不安を緩和する必要がある。とりわけ、生活の基盤となる

雇用の問題に取り組むことが必要である。 

グローバル化による海外の安い労働力との競争やＩＣＴ化による定型的業務の減

少などにより、かつてのように長期安定的な雇用関係を維持することは困難になり

つつある。雇用は充実した生活の基盤であり、産業構造の変化に応じて、人材の育

成や労働移動の円滑化を進める必要がある。 

② 就業を支える公共サービス 

個人の職業能力を高めるとともに就業を支援するため、教育・訓練、育児、介護

等の各分野において、質の高いサービスが提供されるようにする必要がある。その

際、多様なニーズに対応するため、バウチャー等の活用も含め、民間による供給を

促進すべきである。 
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③ セーフティネットとしての再分配制度 

真に必要としている人に必要なサポートが行き届くようにするためには、社会保

障・財政の持続可能性を確立するとともに、社会保障の重点化（世代内格差の是正

の観点が重要）、社会保障・税に関わる共通番号制度の早期導入を進める必要がある。

また、雇用の流動化に対応できる制度に改善していくとともに、支援が必要な母子・

父子世帯等がセーフティネットから外れないよう、再分配制度を機能させていく必

要がある。 

 

２．雇用をめぐる課題と人的資本の形成 

（１）雇用の現状 

① 正社員の求人が低水準にとどまる一方、中小企業や介護分野などの高い求人倍率

が示しているように、労働市場には様々なミスマッチが存在している。また、失

業期間の長期化や非正規化が進行している。 

② 若年層の失業率は高く、新卒一括採用から漏れた若年層の失業は長期化している。

また、企業内教育を中心とした人材育成システムの中で、未就業または短期や非

正規就業の若年層の能力蓄積は進んでいない。 

 

（２）今後の取組の方向性 

① 人口減少が進む中で一定の経済成長を確保するためには、一人一人が能力を発揮

できるようにすることが不可欠であり、労働の質を高め付加価値生産性を向上さ

せる必要がある。 

これまで、教育・訓練については、主として企業内教育に依存してきたが、雇用

の流動化に対応できない、また経済社会全体で進展しているＩＣＴ化に関する共

通的な知識、技能を習得しにくい等の問題があり、これまでの企業内教育に加え、

企業や産業を越えた汎用性のある技能向上、能力蓄積、資格取得などができるシ

ステムを構築する必要がある。 

こうした観点から、産業界と高等教育機関等との連携強化を行うとともに、食品、

製品、設備等広範な分野におけるリスク・安全性評価に関する専門家の育成、基

礎研究・研究開発分野の人材育成への重点的な資源配分を行う必要がある。 

② 中長期的には人口減少の中で労働力の確保が重要となる。そのため、まずは若年

層の就業を促進すべきである。職業訓練と組み合わせた就業支援を強化するとと

もに、正規・非正規の格差の是正等に取り組む必要がある。 

③ 高齢者や女性の就業を進めるためには、多様な働き方ができる柔軟な雇用システ

ムを整備することが必要である。 

例えば、高齢者に関しては、年金制度との整合性も踏まえ、定年制度、再雇用制

度、賃金体系等を、高齢者の生活実態や生産性に対応したものとしていく必要が

ある。なお、高齢者の雇用を促進することによって若年層の雇用が抑制されるこ

とのないよう配慮が必要である。 

女性に関しては、出産・育児、教育など家庭の実情を踏まえ、男性も含めた働き

方の仕組みを改革し、いわゆるＭ字型の就業形態を解消することを目指すべきで

ある。  
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アとの貿易特化係数（機械類）は1990年代に低下。2000年代は横ばいで推移。

‐0.20
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加工品

部品

資本財

消費財

４．日本の貿易特化係数の推移
（対東アジア、機械産業）

1.貿易特化係数＝（輸出－輸入）÷（輸出＋輸入）×100
2.RIETI‐TID2010より作成。
3.「機械産業」とは、一般機械、電気機械、家庭用電気機器、輸送機械、精密機械の合計。

輸出特化

輸入特化
1.International Financial Statistics より作成。
2.各国の貿易シェアは、当該国の輸出額が世界輸出額に占めるシェア。
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３．世界貿易のシェア（輸出）
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○日本の主な輸出先であるアジア・太平洋地域の成長率は高く、今後も高い成長率が期待できる。
○輸出先の所得に比例的に日本の輸出が伸びた場合は、10年後（2020年）に1.5倍、20年後（2030

年）に2.4倍（アジア向け輸出のシェアは現在の約５割から約７割）になることが期待される。

(5)

0

5

10

15

20

‐2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0

５．輸出先の成長と輸出の伸びの関係

（2000‐2010年平均実質成長率（年率）：%）

（名目輸出伸び率
（2000‐2010平均年
率）:%）

１．「輸出」は、貿易輸出とサービス受取の合計。
２．バブルの大きさは輸出金額（2000年と2010年の平均）を表す。
３．青色のバブルはアジア・太平洋地域、緑色はそれ以外の地域を表す。

中国

米国

インド

韓国

タイ

インドネシア

3.3
14.5

34.7

74.2

18.8

29.4

44.2

62.1

16.7

14.6

18.1

21.2

9.1

11.2

13.8

16.7

7.3 

14.1 

18.8 

24.3 

0

50

100

150

200

250

2000 2010 2020 2030

６．日本の輸出拡大の可能性
（輸出先の所得に比例的に輸出が伸びた場合）

（備考）
2000年、2010年はSNA財貨・サービスの輸出（実績）。ただし、内訳については国際収支統計

の国・地域のシェアを使用して分割。2020年、2030年については、2010年の各国向けの輸出
が、2010年以降輸出先の実質成長率と同率で伸びると想定。輸出先（及び日本）の実質成長率
は、「世界経済の潮流（2010年Ⅰ）」第2‐2‐15表における主要国の潜在成長率（2010年代、2020

年代）と等しいと仮定。同表に掲載されていない地域（輸出全体の２割程度）の成長率は便宜的
に世界全体の成長率（市場レートベース）と等しいと仮定（同第2‐2‐18図を使用）。

アジア
（除中国）

その他

（日本の輸出：兆円）

米国（ ）内は日本の輸出比率
（ = 実質輸出 / 実質GDP）

(11.0%)

(15.0%)

(22.4%)

(33.0%)

中国

ＥＵ

（予測）

これまでアジアの成長を取り込めていたか？
○中国の輸入に占める日本のシェアは低下（1995年22.0%→2010年12.7%）。
○仮に中国市場のシェアを維持できていたとすると、2010年の中国向け輸出は

実績の1.7倍となっていたはず（約10兆円増、GDP比約２％増）。

７．中国向け輸出の試算

22.0
12.7

12.2

7.3

7.8

9.9

58.0 

70.1 
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60.0
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90.0

100.0

1995 2010

中国の輸入に占める日本のシェア

（%）

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｔｒａｄｅｓ Ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ Ｙｅａｒｂｏｏｋ等より作成。

日本

その他

（日本のシェア12.7%）（日本のシェア22.0%）

米国

韓国

14.5

25.1

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

2010:実績 2010:シェア維持

日本の対中国輸出
（1995年の中国の輸入に占めるシェアを維持した場合）

「2010:シェア維持」は、1995年の中国の輸入に占める日本のシェアが2010年においても維
持されるよう日本から中国に輸出れた場合。

（兆円）

＋約10兆円
（GDP比約２％）
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(38.3)

(32.1)
(45.6)

(44.6)

(45.1)

(37.4)

経済産業省「海外事業活動基本調査」より作成。

（2009年度）

輸
入

輸
出

（年度）

SNA名目輸出との差額

海外現地法人への輸出

(56.9)

(58.8)
(29.1)

(30.5)

(29.4)

(34.4)(32.3)

１．経済産業省「海外事業活動基本調査」、内閣府「平成21年度国民経済計算確報」より作成。
２．括弧内は海外現地法人への輸出額のＳＮＡ名目輸出に占める割合。

○日本国内の本社と海外現地法人間の輸出入額は大きく、輸出全体では４割弱を占める。

８．国内本社と海外現地法人との間の輸出入状況
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輸出金額の要因分解

９．輸出入の品目別動向 10．輸出入の変動要因分析

（兆円）

左図
１．財務省「貿易統計」
２．品目ごとに左から、1990年、2000年、2010年の金額。
右図
財務省「貿易統計」、日本銀行「企業物価指数」より作成。

（前年比、％）
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○日本の輸出主要品目は、輸送用機器、電気機器、一般機械、ただし、純輸出では電気機器は近年
低下。

○輸出の主たる変動要因は数量要因、輸入は価格要因。
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（2005＝100）

○日本の交易条件は第１次石油ショックと第２次石油ショックで大きく低下した後、プラザ合意で大きく
上昇し、その後なだらかに低下していたが、近年低下速度が増している。

11．交易条件の推移

• 海外直接投資により生産性が平均で２％程度上昇
(Hijzen,Inui&Todo(2007))

– 短期的には雇用減となるが、生産性の上昇を通じて長期的には雇用増
(Hijzen, Inui&Todo(2007))

– 親会社でのホワイトカラー率が上昇(Head&Ries(2002))

• 海外生産委託により生産性が平均で０．６％程度上昇
(Hijzen,Inui&Todo(2010))

– 高卒は国内雇用減となるが、大卒は国内雇用増(Ahn, Fukao&Ito
(2007))

• 海外への輸出により生産性が平均で２％程度上昇
(Kimura&Kiyota(2006))

– 2000年以降、輸出を開始した企業と一切輸出をしていない企業の労働
生産性を比較すると一人当たり150万円程度乖離幅が広がっている。

• 対日研究開発投資により生産性が平均で４％程度上昇(Todo(2006))

東京大学新領域創成科学研究科 戸堂康之教授の資料を基に作成。

12．企業のグローバル化が生産性に与える影響の研究例
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○海外生産比率が２０％を越えるのは、繊維製品、ゴム製品、電気機器、輸送用機器、精密機器
の5種。

13．業種別海外生産比率

14．経常収支（年度） 15．経常収支（月次）

財務省「国際収支統計」
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○経常収支における貿易・サービス収支と所得収支の比率は2004年度に逆転し、近年では所得収支
は貿易・サービス収支の2倍強となっている。
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○サービス収支の赤字幅は低下しているが、黒字なのは特許等収支のみである。

18．特許等収入とサービス収支
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19．業種別海外直接投資残高 20．海外現地法人からの受取収益

（百万円）

財務省「国際収支統計」 経済産業省「海外事業活動基本調査」
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○海外直接投資残高が多いのは、金融・保険業、卸・小売業を別にすれば、輸送機械、電気機械、化
学・医薬、食料品である。

○海外現地法人からの受取収益は、大企業・製造業が圧倒的に大きい。
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TFP、労働投入、資本投入について過去のトレンドや国連の人口推計等を用い、一定の前提を置い
て試算すると、今後は中国、インド等のGDPが世界で大きなウェイトとなる。

21．主要各国のGDP将来展望

１．内閣府「世界経済の潮流」において示されている各国の潜在成長率を基に、IMF Weo の2010年データを延長推計した。
２．ロシアについては推計をしていない。
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○産業構造の変化を名目ＧＤＰで見ると、製造業、建設業、卸・小売業が減少し、サービス業、不動産
業が増加している。

22．産業構造の変化

EU KLEMSより作成。
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農林水産業 鉱業 製造業 建設業 卸・小売業 飲食・宿泊業 運輸・通信 金融仲介業 不動産等 政府サービス 教育 保健・医療 その他サービス

（％）

○各国の産業構造の変化を名目ＧＤＰで見ると、製造業に関して、米国および英国は我が国を上回る
低下、ドイツは我が国と同程度の低下、スウェーデンは我が国の３分の１程度の低下、韓国は逆に製
造業のウェイトが高まっている。

23．各国の産業構造（名目GDPシェア）の変化
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建設業 電気・ガス・水道業 卸売・小売業

金融・保険業 不動産業 運輸・通信業

サービス業 政府サービス生産者 対家計民間非営利サービス生産者

内閣府「国民経済計算」

（年）

○産業構造の変化を就業者数でみると、製造業、建設業、農業が減少し、サービス業が大きく増加、
卸・小売業は横ばいである。

24．産業別就業者の変化
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25．産業別就業者数の推移
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EU KLEMSより作成。

（千人）

（千人）

（千人）

○製造業の就業者は、輸送用機器を除いて減少。サービス業では医療・保健、ビジネスサービス等で
増加。
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１．OECD.Statより作成。
２．米国の2005年の労働生産性を100とし、2005年の各国通貨の対ドルレートで各国
の労働生産性をドル換算。

26．労働生産性の各国比較

○日本の労働生産性は、諸外国と比べて低い。
○雇用吸収力がある産業は、相対的に生産性が低く、賃金も低水準である。
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27．産業別労働生産性と実質賃金（2006年）

繊維飲食・宿泊

その他
サービス
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・広告

政府サービス

教育

研究
医療・保健

農林
水産業

運輸・通信

その他ビジネス
サービス

建設

１．EU KLEMS, 内閣府「平成21年度国民経済計算確報」より作成。
２．労働生産性=名目生産額/（就業者数＊労働時間＊産業別デフレータ）
３．実質賃金＝名目雇用者報酬/（雇用者数＊労働時間＊家計消費デフレータ）
４．バブルの大きさは産業別の就業者数のシェアを示している。
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米国

欧州

日本

（100億円）

１．米国：ＮＶＣＡ2007Ｙｅａｒｂｏｏｋ（１＄＝１１８円換算）
２．欧州：2007ＥＶＣＡ Ｙｅａｒｂｏｏｋ（1ユーロ＝157円換算）
３．日本：財団法人ベンチャーエンタープライズ「ベンチャーキャピタル等投資動向調査」

28.日米欧のベンチャーキャピタル投資残高

○日本のベンチャーキャピタル投資残高は欧米の1/30程度
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29．我が国の部門別ISバランス 30．国債保有主体別構成

（兆円）

内閣府「国民経済計算」
１．日本銀行「資金循環統計」
２．郵貯等は郵貯、中小企業金融機関、合同運用信託の合計
３．銀行は国内銀行、在日外銀、農林水産金融機関

郵貯等

保険

銀行

公的年金等

中央銀行

財融特会等

（％）
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一般政府 金融機関

非金融法人企業 海外部門

（年）（年度）

09

○近年、家計部門の貯蓄超過が縮小し、非金融法人企業部門の貯蓄超過は続く一方、一般政府部門
の 借入超過が続いている。

○保険、銀行、中央銀行の国債保有構成比が上昇する一方、公的年金や家計の構成比は低下。
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31．ソブリンCDS（G5） 32．ソブリンCDS （先進国でソブリンCDSの高
い上位8か国）

ブルームバーグより作成。

(bp) (bp)

○先進国でソブリンリスクが急激に上昇している国がある。

（月）

（年）

（月）

（年）
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33．世界の外貨準備高構成比
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ユーロ

金
日本円

ポンド

（％）

IMF Database より作成。
（年）

○世界の外貨準備高構成比では、米ドルは減少しているが、依然として５割以上となっており、ユーロ
は増加しているが２割強である。

34.人民元の為替レートをめぐる動き

ブルームバーグより作成。
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1

1 3 5 7 9 1

0

1
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（元/ドル、逆目盛）

元高

元安

（月）

（年）

対ドル名目為替レート

名目実効為替レート

(右目盛)

07年５月21日
対ドルレートの取引変動範囲を

上下0.5％に拡大

通貨バスケットを参考にする管理変動相場制

05年７月21日
１ドル＝8.1100元

約２％切上げ

10年６月19日
人民元の柔軟性を

高めることを決定

11年11月15日

１ドル＝6.3528元（最高値）

事実上のドルペッグ

（2005年7月20日=100）

ブルームバーグより作成。
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35．生活の程度に関する意識

内閣府「国民生活に関する世論調査」より作成。

上
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2005年SSM調査研究会「2005年社会階層と社会移動調査」等より作成。

上

中の上

中の下

（％）

下の上

下の下

36．SSM調査における階層帰属意識

（年度） （年）

○内閣府世論調査によれば、国民の９割が「中流」意識を持っている。
○ＳＳＭ調査によれば、近年「中流」が減少し、「下流」が増えている。
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生産工程・労務作業者
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サービス職業従事者
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管理的職業従事者

専門的・技術的職業従事

者

事務・技術・管理関係職

業 ウェイト

37.国勢調査に見る就業者の動向

総務省「国勢調査」より作成。
※白波瀬東京大学教授は中間層を大企業に勤めるホワイトカラーを指すことが多いとし、専門職、技術職、事務職に就くものととらえるとして、日本経済新聞の経済教室に寄稿している。

（年度）

○専門職・技術職・事務職計でみると、95年まで徐々に増加し、その後は横ばいとなっている。
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38．国民生活に関する世論調査（今後の生活の見通し）

内閣府「国民生活に関する世論調査」より作成。
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○近年、生活は今後悪くなるという者が増加している。ただし、2008年がピーク。

39．所得分布の変化

１．一橋大学経済研究所 小塩隆士教授資料より抜粋。
２．等価可処分所得・世帯員ベースでみたもの。
３．厚生労働省「国民生活基礎調査」より作成。

40．最上位0.1％の所得シェア
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1920 1940 1960 1980 2000

豪州 カナダ
フランス 日本
スウェーデン 英国
米国

(

（注）
1.Piketty, Thomas and Emmanuel Saez. 2006. "The Evolution of Top Incomes: A 
Historical and International Perspective." American Economic Review Papers and 
Proceedings 96, no.2: 2005. More detail in NBER Working Paper No. 11955 version)。
データはhttp://g‐mond.parisschoolofeconomics.eu/topincomes/より入手。
2.英国の1980年は1981年の値。
3.日本は2005年、フランスは2006年、豪州、英国は2007年、米国は2008年、スウェー
デンは2009年。

（年）

全体及び上位0.1％の所得分布の変化

○我が国では、総じて貧困化の方向にある。
○米、英、加では、近年最上位0.1％の所得シェアが上昇している。
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2005年の累積分布 - 1985年の累積分布
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の職業のウェイトが大幅減

時間当たり賃金1,000円弱の職業

のウェイトが急増

一般事務員

（時給1,793円）

一橋大学経済研究所 小塩隆士教授資料より抜粋

○雇用者全体の4割程度を占めていた、時間当たり賃金で1,000円～1,700円の雇用者が
大きく減少している。

41.就業者の累積分布の推移
（ ）

42．ジニ係数の推移
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0.55

1979 82 85 88 91 94 97 2000 03 06 09 (年）

全国消費実態調査（二人以上の世帯）

所得再分配調査
（当初所得）

税・社会保障
による再分配

家計調査

所得再分配調査
（再分配所得）

国民生活基礎調査

所
得
格
差

大

所
得
格
差

小

１．総務省「家計調査」、総務省「全国消費実態調査」、厚生労働省「所得再分配調査」、「国民生活基礎調査」より作成。
２．「家計調査」の系列は年間収入（過去1年間の収入総額、課税前）の5分位を用いて計算。
３．「全国消費実態調査」の系列は年間収入（過去1年間の収入総額、課税前）の10分位を用いて計算。
４．「所得再分配調査」の系列の当初所得は課税前、再分配所得は課税・社会保険料控除後、社会保障給付を含む。
５．「国民生活基礎調査」の系列は年間所得金額（課税前）。
６．世帯ベース

○税・社会保障による再分配効果が近年強まっているが、格差は拡大傾向にある。
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一橋大学経済研究所 小塩隆士教授資料より抜粋。
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43．子どものいる層の貧困率 44．高齢層の貧困率

○支援が最も必要な層への支援が手薄となっている。

厚生労働省「職業安定業務統計」より作成。
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45.産業別新規求人数
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※2003年度まで医療・福祉
には教育業を、製造業に
は出版業を含む。
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46.規模別新規求人数
（千人）

（年度） （年度）

○卸・小売業、製造業の求人数が大きく落ち込む中で、医療・福祉分野は増加を続けている。
○大企業、中堅企業の求人数が低い中で、変動はあるものの中小企業の求人数は多い。
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47．有効求人倍率（正社員、常用的パート、全数）
（倍）

厚生労働省「職業安定業務統計」より作成。

○正社員の有効求人倍率は低水準に止まっている。

48．韓国の「専門大学」の概要

原則として2年制の短期高等教育機関
韓国全土に146校、学生数約76万人（一般大学177校、学生数約198万人）（2009年）

○概要

○設置学科（例）

漢陽女子大学：コンピューター情報科、衣料デザイン科、食品栄養科、保険行政科、
英語科、秘書人材科、日本語通訳科、文芸創作科等

大徳大学：精密機械システム科、コンピューターウェブ科、コンピューターロボット科、
軍幹部・公務員養成科、国防物資科、幼児教育科、税務会計科等

○人気の理由

①就職に直結する職業技術や実務能力、資格証を短期間で取得できる。

②カリキュラムが若者の興味、関心にマッチ。ベンチャー起業に結びつく可能性が
高い。

③都市及び近郊に立地し、昼間部・夜間部を併設しているため通学に便利。
④入試が比較的容易。

○特徴

企業の需要にあわせてたプログラム開発を行うなど、企業との密接な協力関係を構築。
①注文式教育：企業の指定した分野の指定した・能力を有する人材養成。
②企業委託教育：企業内研修を受託（主として夜間部）。
③専門高校との連携：職業教育の基礎的学習の強化と専門深化が可能。

文部科学省「短期大学における今後の役割・機能に関する調査研究」、馬越徹著「韓国大学改革のダイナミズム－ワールドクラス（WCU)への挑戦」を基に作成。
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49．非正規雇用比率の推移

（男女計）

１．1990年、2000年は総務省「労働力調査詳細結果」、2010年は総務省「労働力調
査特別調査」
２．1990年、2000年は2月調査、2010年は1～3月期平均
３．15～24歳は就学中の労働者も含む
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○非正規雇用比率は3割を超えている。特に若年層と高齢者で高い。
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50．雇用形態別・男女別賃金構造 51．就業形態別賃金
（千円）
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１．厚生労働省「賃金構造基本調査」（2010年）
２．年間収入。「きまって支給する現金給与額」×12＋「年間賞与その他特
別給与額」により計算。

１．厚生労働省「毎月勤労統計」
２．5人以上規模
３．年間収入の一月当たり平均収入

（円） （円）

（年）

○男性正規社員は50～54歳でピークを迎える年功序列型、女性正規社員は45～49歳をピークに、男
性よりは山が低い年功序列型、非正規社員は年齢による差が少ない。
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52．高齢者の就業率 53．女性の年齢階級別労働力率

１．総務省「労働力調査」
２．労働市場への参入・退出の影響を除くため、就業率は就業者数/人口で計算し
ている。 １．総務省「労働力調査」

２．ILO「LABORSTA」
３．日本は2010年、韓国は2007年、その他の国は2008年時点。

改正高齢者雇用安定法
（2006年4月1日施行）
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○60歳以上の就業率は、2006年の高齢者雇用安定法改正により上昇。
○女性の労働力率は、日本は韓国と同様に30歳代が低くなるM字型。
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Gross capital formation to GDP for Japan and the U.S.
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Capex to cash flow (3QMA, %)
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Current account balance to GDP (%)
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House prices in Japan and the U.S.

50

60

70

80

90

100

110
Q

-1
2

Q
-8

Q
-4

Q
-0 Q
4

Q
8

Q
12

Q
16

Q
20

Q
24

Q
28

Q
32

Q
36

Q
40

Q
44

Q
48

Q
52

Q
56

Q
60

Q
64

Q
68

Q
72

Q
76

Q
80

Japan (Peak at Q1/1991) U.S. (Peak at Q1/2007)

11Q2

11Q1

Source: JREI, FHFA, Credit Suisse

43

�`a3-510���Ù�T�~ËÖ×�
���2üÖIS%õ'�2üÖ���B-éÖ�ÙÁÚ

10-year yields in Japan and the U.S.
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10-year yields in Japan and the U.S.
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CPI excluding food and energy for Japan and the U.S.
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Stock price indexes in Japan and the U.S.
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Äuo�AFTER-SHOCK�, Robert B. Reich (2010)
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30-34 10.8% 11.5% -0.6%
35-39 13.2% 12.2% 1.0%
40-44 12.6% 12.7% 0.0%
45-49 12.3% 13.7% -1.4%
50-54 12.4% 13.8% -1.4%
55-59 12.9% 11.6% 1.3%
60-64 9.7% 5.5% 4.2%
65-69 4.2% 2.8% 1.4%
70- 1.8% 1.1% 0.6%
Äuoý�Þußàáâãäåæçãèèá
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Vintage of capital stock

2

3

4

5

6
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8

9

10
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12

13

14

15

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

years

Total
Public sector
Private sector
Manufacturing
Non-manufacturing

Source: METI, Cabinet Office, Credit Suisse
Note: Please refer to Japan Economic Analysis Issue No.23 (17 May 2011) for details of estimation

stockcapital:K,investment:Ivintage,:V
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�`a6Ï2�����¯sGDP�����Þ�

j k � ù ú ûû ü ý þ

Intercept -0.49 3.18 3.64 -1.33 -2.07 -2.49 0.45 0.25 0.32
(-0.56) (2.62) (2.28) (-2.17) (-7.70) (-4.44) (53.30) (22.05) (25.25)

Labor input 0.39 0.07 -0.02 0.53 0.82 0.71 0.33 0.28 0.31
(2.39) (0.64) (-0.16) (7.37) (13.01) (9.86) (20.30) (6.59) (8.42)

Private capital Gross 0.32
(4.11)

Net 2) 0.66 0.38
(12.01) (4.55)

Public capital Gross 0.42 0.21
(6.01) (3.01)

Net 2) 0.06 0.33 0.56 0.43
(1.28) (3.98) (8.61) (5.25)

Vintage 3) of private capital -1.23 -0.44 -0.05
(-2.31) (-0.95) (-1.86)

Vintage 3) of public capital -1.65 -1.83
(-3.47) (-3.29)

adjusted R^2 0.969 0.994 0.993 0.915 0.849 0.914 0.922 0.549 0.490

Note: 1) parameters for private capital are equal to "1.0 minus those for labor input"
         2) adjusted for technology innovation
         3) annual changes
Source: Credit Suisse

Without homogeneous constraint With homogeneous constraint 1) Without public capital

75

�`a6Ï3������5!Þ

Real GDP Labor input Net private
capital

Vintage of
private capital

Net public
capital

Vintage of
public capital

TFP 1)

1981-1990 (a) 3.5% 0.6% 1.4% 0.2% 1.5% 0.4% -0.5%

1991-1997 1.5% -0.4% 0.7% -0.2% 1.6% -0.3% 0.0%

1998-2007 (b) 1.1% -0.5% 0.3% 0.0% 0.5% -0.2% 0.9%

(b)-(a) -2.4% -1.0% -1.1% -0.1% -1.0% -0.6% 1.4%

Note: 1) denotes Total Factor Productivity, also refer to the notes on the previous page
Source: Credit Suisse

� Labor input pushed down trend real GDP growth by 1.0pp

� TFP pushed up trend real GDP growth by 1.4pp

� Private capital pushed down trend real GDP growth by 1.2pp

� Public capital pushed down trend real GDP growth by 1.6pp
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FTAAP
�Free Trade Area of

the Asia-Pacificu
6&6
f�
*�È�\�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

ASEAN+3
��6&6*�
È@�\�

� � � � � � � � � �

ASEAN+6
��6&6��x
��&��\�

� � � � � � � � � � � � �

���FTA
�ô�ËÌ�

� � �

TPP
�Ç
f��%0
7%<Nú�N�

� �� � � � � � � � � � � � �

1o�^³�u�^³aÃ�u^³���u����:O��$[�_Ý^�_\�R���Ç�ë�\���
Äuo��Þußàáâãäåæçãèèá
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H�¦Ok+B�	���È�2010�6�FÞ�

ÃÄ �� ���� ÃÄ Ãt È�4

��À#ôz� 13,087 13,409 (322) 19 22 (5)
6Ô8�q�� 10,385 5,908 4,478 15 10 66
ASEAN 9,882 8,813 1,069 15 15 16
<�' $<6 1,394 2,463 (1,069) 2 4 (16)
<<'ng%¡ 2,209 715 1,494 3 1 22
<)� 2,994 1,839 1,155 4 3 17
<+�8Û' 969 692 277 1 1 4
<#�%<6 1,545 1,986 (442) 2 3 (7)
<k¡$� 13 347 (334) 0 1 (5)
<o07U 716 715 1 1 1 0
X�YASEAN 42 55 (13) 0 0 (0)

EU 7,617 5,816 1,801 11 10 27
�� 5,461 2,502 2,959 8 4 44
$÷ 4,600 2,023 2,576 7 3 38
�ö 3,705 133 3,571 5 0 53
:%�0õ86 1,390 3,913 (2,523) 2 6 (37)
Ô)<- 828 305 523 1 1 8
�7	 816 954 (137) 1 2 (2)
�'  792 497 295 1 1 4
��� 681 595 86 1 1 1
kõ&¡ 543 863 (320) 1 1 (5)
*8 238 662 (425) 0 1 (6)
ò*%&%õ'  167 236 (70) 0 0 (1)
M¡% 87 186 (99) 0 0 (1)
X�Y�� 7,128 13,825 (6,697) 11 23 (99)
qÞ 67,405 60,639 6,766 100 100 100
^Í

<<EPA�FTA���Ç�ë���qÞ 12,508 11,058 1,450 18.6 18.2
1o<L %H���^�_�[�_���Ç�ë��
<<�<�XaEZ]Sav�H��O	�SÈBC
ÄuoÀ�Þußàáâãäåæçãèèá

�m�10&±� <�6�) 

jFTA/EPA��ÃÄ»��'��0
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���EU	���È�2010�6�FÞ�

�9��10&± �9��10&± 

�8 �m �8 �m �8 �m �8 �m

!ì� 2,801 n
� 1,251 !ì� 984 �"�� 1,833
%��0õN� 49 <�.{ 451 %��0õN� 32 <M#� 813
*î��4
� 665 <<<-Ô 24 *î��4
� 398 n
� 668
�"�� 669 �"�� 1,058 �"�� 667 <�{ 121
ù�m{�4� 506 <M#� 248 ù�m{�4� 484 *î� 461
$îm 480 �s�äù�4� 373 $îm 352 %"©"m& 295
%"©"m& 280 %"©"m& 363 %"©"m& 317 <MNm& 126
�s�äù�4� 269 <MNm& 199 �s�äù�4� 304 $îm 154
AVm& 266 $îm 334 AVm& 224 %N({ 127
'( 183 )øm{ 288 '( 95 Ô'�® 110
�®�� 154 ù�Þ�m& 141 �®�� 107 *{�÷®� 104
X�Y 4,064 X�Y 2,100 X�Y 3,653 X�Y 1,939
qÞ 10,385 qÞ 5,908 qÞ 7,617 qÞ 5,816

ÄuoÀ�Þußàáâãäåæçãèèá

����� ����� ���EU EU�Ãt
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���EU�+C�ã9u�7Ã>m+Æ��8��l9u
���EU´}TVu*î��c�,·Z

!ì� 2.5% !ì� 10.0%
0õN� 25.0% -5:�� 14.0%
o68'( 9.0% ./���ú���ò)% 14.0%
g8�*�'�g8,�:¡ 6.5% ¶qm 6.0%
LCD�ò)%��õ%TV 5.0% ù��'& 5.0%
ù�6'ú��Û%�% 4.9%
1o��FTAXH���!ì�	0õN���ã9\5u8�=>VvR	\0N
<<YÏuÝùu�"��H�ã�5���1JOq/

Äuo���ÆÞuCredit Suisse

�8�½²�A� ÃÄm�B� �A�/�A�Ï�B�)

2� 59.8 21.5 73.6
ÃÄ9c
��863�

hi 10.7 9.6 52.7

1o�8�½²H�7z��8íÀ��½²�Ò¡�*����8�´}��Þ�
<<TV -0.362* Äuo���ÆÞußàáâãäåæçãèèá

(-1.75)
   !ì� -0.861***

(-2.90)
EU´}
<<TV -0.470***

(-3.53)
    !ì� -0.875*

(-1.97)

1o�<��H tZu***1%Ü/u*10%Ü/
ÄuoÀ�ÞuCredit Suisse

��EUO>}v+B²�ã�8

�7Ã>m+Æ��8��l9�÷×ó×�Ó½�uó×& ¡�

���EU´}ÃÄ�w�c�,·Z

��´}

�� EU
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��	����8álï4�
�lï4��5�h�	ÈFqh�

00-03�
fg
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fg

00-03�
fg

04-08�
fg

Õ�. -163.8 -131.7 Õ�. -64.9 -54.3

¨
�6. -181.6 -171.3 ¨
�6. -170.0 -142.6

'( 118.5 106.7 '( 14.6 -25.7

�" 5.9 15.8 �" -5.0 9.0

ù�m -7.3 -17.7 ù�m 115.4 77.8
6Gm 59.9 45.3 6Gm 185.8 231.6
�s��IC 83.0 94.6 �s��IC -9.2 41.0

*î� 188.4 221.0 *î� 95.2 129.9
7= 5.9 2.3 7= 197.5 109.5
*{ -168.0 -156.8 *{ 41.5 -15.5

1o�T�(2008��\^ÍO�Þ
<<8EÈFqh�Ölï4�h�~lï5�h�
ÄuoWTOuCredit Suisse

�� ��

8EÈFqlïh�

<<<1o2004-2008�OËÌVv�%)
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j TPP^³H��FTA�EPA	wx�V�°�\>Z

k ���ÃÄtO9¦vFTA�EPA��<�6H18)���H38)uEUH
30)�¬�u�36)�OÒ;Ca�uTPPu�-EU�EPA\�Vv	
40)�O½¾Vv
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��P���EU	���È�2010�6�FÞ�

�9��10&± �9��10&± 

�8 �m �8 �m �8 �m �8 �m

!ì� 2,801 n
� 1,251 !ì� 984 �"�� 1,833
%��0õN� 49 <�.{ 451 %��0õN� 32 <M#� 813
*î��4
� 665 <<<-Ô 24 *î��4
� 398 n
� 668
�"�� 669 �"�� 1,058 �"�� 667 <�{ 121
ù�m{�4� 506 <M#� 248 ù�m{�4� 484 *î� 461
$îm 480 �s�äù�4� 373 $îm 352 %"©"m& 295
%"©"m& 280 %"©"m& 363 %"©"m& 317 <MNm& 126
�s�äù�4� 269 <MNm& 199 �s�äù�4� 304 $îm 154
AVm& 266 $îm 334 AVm& 224 %N({ 127
'( 183 )øm{ 288 '( 95 Ô'�® 110
�®�� 154 ù�Þ�m& 141 �®�� 107 *{�÷®� 104
X�Y 4,064 X�Y 2,100 X�Y 3,653 X�Y 1,939
qÞ 10,385 qÞ 5,908 qÞ 7,617 qÞ 5,816

ÄuoÀ�Þußàáâãäåæçãèèá

����� ����� ���EU EU�Ãt
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G3�ã9lïa�2008��

fgã9 Ô�ãl
9

�{ã9 fgã9 Ô�ãl
9

�{ã9 fgã9 Ô�ãl
9

�{ã9

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

>�. 2.5    31.0      26 23.2    23.7     162 12.3    43.8     359

��� 16.2     0.2     126 49.4       0     163 147.5     6.7     558
�.uD? 4.9    20.1     132 11.3    18.5     161 12.2    19.9     415

-%@%uAB 3.6    53.3      69 6.6    27.1      55 15.6    22.7     191

<86¡C2ñ� 4.0    20.9      98 17.5     9.1     111 60.8    10.6     637

DEF�unì�u:�¡ 4.2    24.3     164 5.5    43.4      94 10.6    42.3     561

GHuI� 9.1     2.1      79 27.5       0     118 23.5    12.7      82

J
C)%- 13.5    26.8     350 19.0    19.8     166 14.2    32.1      53

K 2.5    40.0      20 0.0   100.0       0 0.0   100.0       0

X�YÕ�. 1.1    59.7      70 4.7    65.6     117 5.7    70.0     641

L�L{ 1.0    81.0      35 11.8     9.0      26 5.5     3.8      15

6.C�®� 1.8    60.8      38 2.0    49.2      12 1.0    70.4      10

M��nj8' 1.5    20.0       8 3.1    20.0       5 0.6    72.1       8

�"� 2.8    40.7       7 4.6    21.4      13 2.2    38.5       7

�NuOCû 0.5    90.2      14 0.9    81.2      10 0.8    80.9      10

P.uQ. 8.0    15.0      38 6.6     2.1      12 5.5     7.5      25

*{ 12.1     2.8      32 11.5       0      12 9.2       0      13

R��uS 4.0    38.9      60 4.2    22.7      17 9.7    54.1     384

ù������m+m& 1.2    65.0      10 1.9    21.0      10 0.0   100.0       0
ù�m+ 1.7    48.4      15 2.8    20.1      14 0.2    96.4       5

Ã>m+ 3.0    55.7      25 4.3    12.5      22 0.0   100.0       0

X�Y6TÆ�� 2.6    44.4      53 2.7    20.4      14 1.2    74.6       8
1o�U�ã9
ÄuoV�Wußàáâãäåæçãèèá

�� EU ��
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´ax�8�Ãt�ã9����

�8 �ã9

� �ÝÈ�8o1�Xãu2�341±/kg
�Y �ÝÈ�8o1�Xãu2�55±/kg
{Y �ÝÈ�8o1�Xãu2�38±/kg
Jì� �ÝÈ�8o1�25%u2�21.3%+114±/kg
%)% �ÝÈ�8o1�35%u2�29.8%+985±/kg
Z� 38.50%
[� 361±/\]
^� 11.9�20%
:�'& 16�32%
(�%ú+¡%r 10%
%77 20�25%
�_�aS �`o3�4.3%uabo8)
�Uc; 8.50%
*=-�%0 29.80%
d�' 15�29.8%
KeuKP. 5.6�11.2%
*{ 8�11)
'ufu6¡/uòN;¡uguhguV< 0�7.5%
Xmi@Üm�"� 3�5%
j�u�k�ulm{ 3�6%

1oã��Ì¯�ã9aÐ?T����8�nFO��v�qu´axCS�OËVv�ã9\PQ�
ÄuoÀ�Þußàáâãäåæçãèèá
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-Ô 548 571 96.0% 1.9358 2.0067 96.5% 9.3%

�Y 30 321 9.3% 0.0243 0.2817 8.6% 88.8%

{t 19 75 25.3% 0.0284 0.0623 45.6% 93.6%

D? 58 73 79.5% 2.1988 2.6494 83.0% 16.9%

�¯ 24 66 36.4% 0.7105 1.0368 68.5% 58.8%

>�.u 65 385 16.9% 2.2298 3.7333 59.7% 30.2%

Lv{ 75 121 62.0% 1.4029 2.4498 57.3% 48.0%

GH{ 67 203 33.0% 0.1646 0.2996 54.9% 41.7%

�D{ 10 331 3.0% 0.1549 0.3912 39.6% 31.7%

X�Y 68 290 23.4% 0.9532 1.1822 80.6%

qÞ 964 2436 39.6% 9.8032 14.093 69.6%
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TPPu�-EU�EPA��ÃÄt»��'��0��Ô%&�
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���/��uEU»�*î�ÃÄ 3.8 4.5

���/��uEU»��s��ù�4�ÃÄ 0.6 1.0
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Ãt£¤Ó50)���38)�
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�����uEU�/�M#�Ãt 1.061 2.0 Ãt£¤Ó40)���20)�
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1960�´���ÕÆ�&�


1960� 1970 1980 1990 2000 2010

Õ8îd��ha� 6071 5796 5461 5243 4830 4593
�8Ùì9�)� 134 109 105 102 95 91 � �³Vv��8

�÷!Øîd��ha� 8129 6311 5706 5349 4563 4200 ��8�s�ÁÚ�

ÕÆ�ÆÀ±�ÙÀ� 1454 1035 697 565 389 261
<<Ò¡65L�½�)� ~ ~ 25 36 53 62 � ²ç�VvÕÝ

<<<fg�ç�L� ~ ~ ~ ~ 61 66
ýÕÝ���Ù�� 606 540 466 383 312 253
��ÕÝ���Ù�� ~ ~ ~ 297 234 163
<<��ÕÝl9�)� ~ ~ ~ 78% 75% 64% � �KL�VvÕÝ

1�þ�T�ÆÀ±�À� 2.4 1.9 1.5 1.5 1.2 1.0
ÕÆý����&±� 191 466 1026 1149 913 800
ÕÆ÷³cZmu�&± 149 327 627 790 554 430
n
*ð9��K8%o%�u)� 79 60 53 48 40 40 � ÁÚVv*ð9

ÕÆ���·

<<÷³cZmwý��<�)� 78% 70% 61% 69% 61% 54% � ÁÚVv��·

<<÷³cZm�1�þ�TuÙ±� 25 61 135 206 178 170

1o2010�Hv4�Þ
<<��ÕÝ	H����8îd�30a�½U�HÕ�.��m��$50Ù±�½�ÕÝ
<<ÕÝ	H����8îd�10a�½U�HÕ�.��m��$�æÙ±�½�ÕÝ
ÄuoÕrÖ�ÞuCredit Suisse
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構造変化と人材移動

東京大学大学院経済学研究科

柳川 範之

構造変化のスピード

• 環境変化の激しさ
近年、日本経済を取り巻く環境は大きく変化している。金融危機の発生、欧州の危機、新興国の台頭等等。

このような急激な環境変化に対して、日本企業は大きな岐路に立たされている。

今こそ日本社会は、労働市場を巡る構造を抜本的に改める必要がある。

• スピードの増大

これらの変化の、非常に大きな特徴は、変化のスピードが速くなっている点。

10年前、日本を取り巻いていた環境と現在の日本を取り巻く環境とは、とてつもなく異なっている。

今抱えている一番大きな課題のひとつは、この変化のスピードにいかについていくか、いかに変化にうまく対応していくか

• 環境変化に対応した戦略の必要性
このようなスピードの速い環境変化に対して、当然のことながら企業も対応した戦略を実行していく必要がある。

その中でも特に重要なのは人材をどのように生かしていくかという人材戦略である。

ひとつは、新しい環境に合わせて、いかにすばやく適材適所の人材配置を行うか

もうひとつは、いかに環境変化に合った人材を育成あるいは獲得するか

終身雇用を前提とした囲い込み型の長期雇用システムはもはや維持不可能になっている。
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環境変化のスピード
働く側からすれば、ある会社に入社すれば、一生あるいは60～65歳まで生活水準が維持されているというのは、とても魅力的

しかし、今まででも産業構造変化のスピードはライフサイクルに比べると速かった。

そのため、現実には入社当時の技能や能力で一生が保障されるというのは、無理がある。

1980年＝100としたときの産業別GDPの変化の割合

ｃｆ ＮＩＲＡ報告書『終身雇用という幻想を捨てよ』より抜粋
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企業による対応の限界

• 技術進歩や産業構造の変化が遅く、人々の一生よりもゆっくりと変わっていくのであれば、この問題はさほど深刻でない

• 現実の経済の変化はもっと速い。特に近年はそのスピードが一層速くなっている。

• 産業の変化だけを見ても、かなりのスピードであり、20年もたつと、大きな変化が生じている。

• このような速く大きな変化に対して、定年退職・新卒入社というサイクルだけでは対応しきれないことは明白。

• もちろん、どこの企業でも外的環境の変化に対応すべく社内教育やOJT等を施している。

• しかし、産業構造自体が変化しているため、社内教育での対応には限界がある。

• 十分に能力を発揮できない人を養っていくだけの余裕は、企業にはなくなっている。

⇒結果として、若年層にしわ寄せがきている面も存在する。

• 現実には、環境変化に対して、多くの企業はM&Aによって対応しようとしている。

• しかし、それがかえって非効率性を生んでいる面もある。
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生産フロンティアに近い位置にいる程、

全体の生産性が高い（ＧＤＰが高い）ことを表す。

● 労働移動がスムーズな場合 ● 労働移動に時間がかかる場合 ● 労働移動に時間がかかり、

かつ変化が続けておきる場合

人材ミスマッチのマイナス

環境が大きく変化しているならば、当然、人材と働き場所のマッチングも大きく速く変化する必要がある。

本来産業構造を大きく変化させなければいけない場合に、産業間の労働移動がスムーズに行われないと経済全体で大きな

非効率性が発生する。

また、変化に合った能力を身に着けることができなければ、十分な所得を得ることもできなくなる。

産業構造が大きく変わっていく場合、マッチング構造の変化も、本来は、企業の枠組みを超えた形で生じる。

新しい環境変化に対応した、適材適所を行うためには、企業の枠組みを超えた人材の配置を行っていく必要がある。

Ｍ＆Ａの増大
多くの日本企業は当然、このような変化を肌で感じている。

海外進出の本格化、海外企業を含めたＭ＆Ａ案件の増大である。

このような行動は、世界全体の需要構造が、企業に大きな決断をさせるほど大きく早くなっていることを意味しているといえる。

人材の育成・獲得
新しい環境に適合した新たな人材も必要。

しかし、そのような人材を育成することはそう簡単なことではない。

そのため、環境変化に即応させるためにＭ＆Ａや人材の引き抜きが活発に行われることとなる。

近年、金融・経済環境があまり良くない状況が続いているにもかかわらず日本企業のＭ＆Ａ案件が比較的堅調な理由のひとつ

は、このような環境変化に対するクイックな対応という側面があるからだろう。

：日本企業による外国企業へのM&A

1 9 8 5 年 以 降 の マ ー ケ ッ ト 別 M & A 件 数 の 推 移 （ＭＡＲＲ２０１０より）

：外国企業による日本企業へのM&A

：日本企業同士のM&A
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M&Aによる対応の限界

• 変化に対応するためには、組織の取り込みだけでなく、切り離しも積極的
に行う必要がある。が、雇用を第一に考えると、その点が積極的に行え
ない。

• 国内従業員（より正確には日本国籍従業員）と海外従業員との間での、
二重構造の発生。

• ほとんどの企業では、国内の正規従業員は期限の定めのない労働契約
になっている。

• しかし、その一方で、外国人従業員に対しては、年功賃金ではなく能力
給であったり有期雇用であったりすることが多く、日本の正規雇用従業員
と大きな違いが出てきている。

• 今後Ｍ＆Ａが増大し、外国人の比率がおおきくなってくると、このようなシ
ステムが維持困難になっていることがわかる。

雇用維持可能
レンジ

リターン

雇用維持可能
レンジ

リターン

社内労働市場の歪みと限界

社内で人を移動させて適切な場所に配置すれば十分か？
そのほうが、企業間で人材移動を行うよりも、摩擦で少なくてすむか？

しかし、環境変化が大きくなっている中では、同一企業内で適切な働き場所を見つけるのは、難しい。
より重要な問題点は、それによって結果的に社内の意思決定に大きな歪みが生じる恐れがある。
激しい国際競争の中では大きなコストとなりかねない。

社内向けの関係特殊的投資に熱心になり、ますます人材の移動が妨げられるという側面もある。

今後、日本企業がグローバルな競争を勝ち抜いていくためには、雇用維持のためのＭ＆Ａ戦略や投資戦略
ではなく、もっと人材が企業間を移動することを前提に、本当に将来性があり生産性の伸びが期待できるよう
な分野に投資ができるような構造にすべきである。

プロジェクトの選択

リターン

雇用維持可能
レンジ

● 最大化と雇用維持が矛盾しない状況 ● 雇用維持のために最大のリターンが
得られない状況

● 雇用維持のためにリターンが
大幅に犠牲になっているケース

プロジェクトの選択 プロジェクトの選択

雇用維持を制約条件とした場合に生じる投資の歪み】
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必要な方向性

• 構造変化・環境変化に合わせて柔軟に人材が移動できるシ
ステムにすること

• 構造変化・環境変化に合わせて、知識や能力を柔軟に再取
得できるシステムにすること

• これらは、日本経済の今後にとって、必要不可欠な条件

• 経済全体にとってだけではなく、若年層に積極的な雇用機会
を与えるうえでも不可欠

• 中間層が豊かになるうえでも、このような柔軟性が重要

人生を三分割して考える

• 20年程度が産業構造が変化するサイクルであることを考え
ると

• また、そもそも平均寿命が延びていることを考えると

• 20歳、40歳、60歳を区切りとし、それぞれの区切りで、再教
育を受け、働き場所を選び直す社会が理想形ではないか。

• つまり基本は、最長20年の有期雇用となる。

• もちろん、継続して同じ職場に結果としている人がいても構
わない。しかし、基本をこのような仕組みとすることで、先の
目的を達成するのに役立つ。
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人生三分割のメリット

• 再教育が基本となることで、環境変化に合わせた能力が得
られる。

• 有期雇用が前提となることで、社外で通用する能力開発によ
り積極的になる。

• 働き場所を選び直すことが基本となることで、人材市場がよ
り活発化し、厚みを増す。

• より充実した働き方を選択できる可能性が増える。

• 選び直すことが容易になり、より積極的な職業選択が可能に
なる。

• 企業の側も、より環境変化に合わせた戦略がたてやすくな
る。

人材再教育機関の必要性

• このような三分割プランを実現させるためには、

• あるいは、そこまで極端な世界でなくても、今後環境変化に合わせ
た知識・技能習得を促進させていくうえでは、

• 技能・知識の再教育が受けられるような充実した教育機関が不可
欠である。

• 現行の再就職のための職業訓練では、この点はまったく不十分で
ある。

• もっと時間をかけた本格的な能力開発が必要。たとえば、2年コー
スの職業訓練大学院、1年コースの専門学校等。

• 重要なことはニーズにあった能力を教えること。
• 大学がそのような教育を提供することも可能。

• cf 北欧の積極的労働政策における職業訓練

96



企業間の人材移動を促進させるための方策

• チーム単位で人を動かす
今までは個人の成果を明確にすることで、企業間の労働移動を活発にしようと
考えてきた。

しかし、それには限界がある。そもそも日頃から個人ベースで仕事をしていな
い。一人だけ引き離されても、評価もできないし、十分な活躍もできない。

もう少し、実態に合わせた人の移動を促す仕組みが必要。⇒チーム単位で人を
動かす。

単なる安心感、動きやすさだけではない。

日本企業が今まで重視してきた、チーム内での関係特殊的投資が壊れなくてす
む。むしろ促進させる効果がある。

企業間の人材移動を促進させるための方策

• 企業が社外で通用する人材を積極的に育てる

今まで企業が与えてきた（あるいは与えようとしてきた）の

は社内でずっと雇用してもらえるという安心感

しかし、それは実現不可能。違った形で安心感を与える

とすれが、社外に出ていくことになっても通用するという

安心感

それを与えることが従業員にとっても企業にとっても社会

にとってもプラス

• 企業間で人材移動をしやすくするネットワークの形成
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企業間の人材移動を促進させるための方策

• 「終身雇用」を前提とした、あるいは目標とし
た制度の見直し

非正規社員の問題もある意味ではこれに関係している。非正
規の問題のひとつは、教育が社内で十分になされない点。

参考：資産デフレの問題

• 金融危機以降、資産価格の下落から生じる負のスパイラルの重
要性が大きく認識されている。

資産の将来収益性・ファンダメンタルズに関する悲観的予想

→資産価格の低下

→経済活動・投資レベルの低下

→ファンダメンタルズに関する悲観的予想の実現

我が国でも、この問題に対する注視が必要。
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「日本経済の実態と政策の在り方に関する WG」 
議論のための参考資料 

 

 

            論点 1：成長戦略 

            論点 2：所得分布 

            論点 3：セーフティ・ネット 

 
 

一橋大学経済研究所 

 小塩 隆士 

 

2 
 

 
 
 

論点１ 

 
少子高齢化は潜在成長率を引き下げる。 

その効果を減殺する方策は？ 
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このままの労働供給・生産性向上ではマイナス成長へ 
経済成長率＝労働供給増加率＋労働生産性上昇率 
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（注）性別・年齢別の労働力率は、2009年から横ばいと仮定して試算。労働生産性上昇率は1.0%で固定。

（出所）内閣府「国民経済計算」、総務省「労働力調査」、国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口」（出

生中位・死亡中位）より試算。  
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高齢層は力があり余っている 
 

男性高齢者の就業率の変化（1980～2005 年） 
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（出所）総務省「国勢調査」（1980 年，90 年，2005 年）より作成。 
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先細る内需に頼るより，海外に活路を： 
新たな外需依存型の経済へ 

（成長を牽引するのは「強い社会保障」ではなく，国際競争力のある企業） 

財・サービスの貿易取引量（輸出）の GDP 比の国際比較 (2001-08 年平均） 
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ところが，日本企業の公的負担の水準は？ 

 

（出所）産業構造審議会資料 
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「マイナス貯蓄時代」に突入した日本経済 
（「日本は高貯蓄」というのはまったくの迷信） 
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（注）国民貯蓄は、固定資本減耗を除いた純貯蓄ベース。（出所）内閣府「国民経済計算年報」より作成。 
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論点２ 

 
格差拡大がしばしば指摘される。 

所得分布はどのように変化しているのか？ 
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日本人は総体的に貧困化 
所得階層別に見た年間収入の変化（２０００～２０１０年） 
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（注）2人以上の世帯。所得階級はⅠが最低、Ⅹが最高。（出所）総務省「家計調査」「消費者物価統計」より作成。 
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所得分布の“重心”が下方シフト：「二極分化」は見られず 
 所得分布の変化：1997年～2006年 
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（注）等価所得・世帯員ベースでみたもの。（出所）厚生労働省「国民生活基礎調査」より作成。 

103



 

11 
 

職業別に見た雇用者数分布の変化（1985～2005 年） 
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（注）総務省「国勢調査」で把握できる職業小分類（約 270 種）の時間当たり賃金を厚生労働省「就業構造基本調査」（2007 年）で計算し、そ

れぞれの職業の雇用者数の累積分布が 1985 年と 2005 年の間でどのように変化したかを調べたもの。 

（出所）総務省「国勢調査」「就業構造基本調査」より作成。 
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どの層が厚みを減らして（増して）いるか 
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の職業のウェイトが大幅減

時間当たり賃金1,000円弱の職業

のウェイトが急増

一般事務員

（時給1,793円）

 
（注）賃金の中央値・平均値は、各年ともそれぞれ1,400円、1,500円程度。（出所）総務省「国勢調査」「就業構造基本統計調査」より作成。 
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厚みを減らしている層の具体的な姿 

 
 時間当たり賃金1,000–1,700円の職業は、国勢調査ベースの

約270の職業（小分類）のうち110–120種、雇用者数でも全

体の4割程度。職種が多様であり、ボリュームもある。 

 
 賃金は、全体の中央値・平均値かそれを若干下回るレベル。。 

 
 総じて見ると、中程度の技能を要するブルーカラー（学歴と

しては高校卒が中心か）的な職業が中心。「ものづくり」を

支える中核的雇用者層だが、国際競争激化の影響を受ける。 
 

 

14 
 

厚みを増やしている層の具体的な姿 

 
 一方、厚みを増やしている層（時間当たり1,000円弱）は、

「その他」「他に分類されない」など、具体的イメージを描

きにくい職業がかなり多い。 

 
 （「一般事務員」の増加を別にすると）高賃金の職業の雇用

者が増加しているという傾向は特に見られない（格差という

点からは歓迎すべきことだが、経済力の低下も意味する）。 

 
総じて見ると、マクロ全体の所得分布の変化と整合的な結果。 
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（参考）格差意識は、生活水準の変化・見通しに左右される 
 生活水準の変化と格差拡大に関する現状認識 

「日本の社会では、過去5年間で所得や収入の格差が拡大したと思いますか。」 
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向上している 同じようなもの 低下している 良くなっていく 同じようなもの 悪くなっていく

そう思う どちらかといえばそう思う どちらともいえない どちらかといえばそう思わない そう思わない

「お宅の生活は、去年の今頃と比べてどうでしょうか」 「お宅の生活は、これから先、どうなっていくと思いますか」

 

（出所）「地域の生活環境と幸福度に関するアンケート」より筆者作成。  
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論点 3 

 
再分配政策は効果的に機能しているか？ 
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再分配政策で格差拡大は抑制？ 
ジニ係数は当初所得で拡大，可処分所得では横ばい 
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（出所）厚生労働省『所得再分配調査』 

ところが，問題はむしろ所得再分配にありそうだ 
相対的貧困率の国際比較 

当初所得   可処分所得 
France  30.7 Mexico 18.4
Poland 37.5 United States 17.1
Italy 33.8 Japan 14.9
Germany 33.6 Ireland 14.8
Belgium 32.7 Korea 14.6
Greece 32.5 Poland 14.6
Ireland 30.9 Spain 14.1
Hungary 29.9 Portugal 12.9
Luxembourg 29.1 Greece 12.6
Portugal 29 Australia 12.4
Australia 28.6 Canada 11.7
Czech Republic 28.2 Italy 11.4
Slovak Republic 27.4 Germany 11
Japan 26.9 New Zealand 10.8
Sweden 26.7 Belgium 8.8
New Zealand 26.6 Switzerland 8.7
United Kingdom 26.3 United Kingdom 8.3
United States 26.3 Luxembourg 8.1
Netherlands 24.7 Slovak Republic 8.1
Canada 24.5 Netherlands 7.7
Norway 24 Finland 7.3
Denmark 23.6 France 7.1
Austria 23.1 Hungary 7.1
Mexico 21 Iceland 7.1
Iceland 20.1 Norway 6.8
Switzerland 18 Austria 6.6
Finland 17.6 Czech Republic 5.8
Spain 17.6 Denmark 5.3
Korea 17.5 Sweden 5.3 

（出所）OECD（2008） 
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支援が最も必要な層の支援が手薄 
    子どものいる層の貧困率       高齢層の貧困率  
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セーフティ・ネットから外れる人たち（１） 
就業形態別にみた社会保険の非加入者の割合 
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             （出所）国立社会保障・人口問題研究所「社会保障実態調査」 厚生労働省「国民生活基礎調査」(2007 年)より作成。 
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セーフティ・ネットから外れる人たち（２） 
転職回数と社会保険の非加入 

1
0.96 

1.17 

1.31 

1.76 

0.0 

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 

2.5 

0回 1回 2回 3回 4回以上

オッズ比

転職回数

（１）公的年金の非加入

1 0.93  1.02  0.96 

1.60 

0.0 

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 

2.5 

0回 1回 2回 3回 4回以上

オッズ比

転職回数

（２）医療保険の非加入

 
（注）オッズ比とは、転職 0 回の場合に比べて、転職回数がそれぞれの場合に社会保険の非加入者になる度合い（オッズ＝確率／（１－確率））が何

倍になるかを示したもの。バーはオッズ比の 95％信頼区間を示す。年齢・性別調整後。 

（出所）国立社会保障・人口問題研究所「社会保障実態調査」より作成。 
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ポイント 
 

１．高齢者の活用と国際競争力の向上が必要。「強い社会保障」   

では、成長は無理。 
 

２．日本経済は「マイナス貯蓄時代」に。経済の効率性を高

めて、将来世代にできるだけ富を残すべき。 
 

３．日本人は総じて貧困化。薄くなる中核的雇用者層。 
 

４．税・社会保障を、「困っている人を困っていない人が助け

る」仕組みに。 
 

５．非正規雇用者のセーフティ・ネット強化を。   以上 
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