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〈
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ヽ
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ミ
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訂
h

知

箪
Q

㌻
託
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讃
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Q
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芸
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邑
声

ど
n
d
O

n
､
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笥
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勺
p

一

対

軋

＋

合
い

.

依

光

正

哲

一

著
者
ハ

ー

ト

ウ
ェ

ル

は

イ

ギ

リ
ス

産
業
革
命
研
究
の

第
一

人
者
で

あ

り
､

岡
田

与
好
氏
の

産
業
革
命
論
の

類
型

化
に

従
え

ば
､

｢

体
制

弁

護

論
的
=

(

1
)

楽
観
論
的
産
業
革
命
論
+

を

代
表
す

る

人

物
で

あ
る

｡

本
書
は
ハ

ー

ト

ウ

ェ

ル

が

こ

れ

ま

で

に

公
表
し

て

き

た

論
桶
を

中
心
に

系
統
的
に

編
纂
し

た

論
文
集
で

あ

り
､

そ

れ

ぞ

れ
の

論
文
が

書
か

れ

た

時
期
は

一

九
五

三

年
か

ら
一

九
七

〇
年
に

及
ん
で

い

る
｡

そ
の

た

め

に
､

本
書
の

論
述
に

は
､

重

複
し
て

い

る

部
分
や

力
点
の

お

き

方
に

若
干
の

相
違
が

あ

る

部
分
な

ど
が

散
見
さ

れ

る
｡

し

か

し

な
が

ら
､

主
要
な

論
点
に

関
す
る

主

張
に

は

基
本

川
絹
門
川

㌶
州
㌦

貼
馳

鴎
㍑
即
納

=

=

…

調
川

㍍

業
革
命
研
究
に

と
っ

て

き

わ
め

て

貴
重
な

著
作
と
い

え

る

で

あ

ろ

う
｡

本
書
ほ

三

部
に

分
か
れ

て

お

り
､

第
一

部
｢

方
法
論

と

背

景
+

､

第
二

部
｢

諸
原
因
と

過
程
+

､

第
三

部
｢

社
会
的

･

経

済

的
諸

結

果
+

と

な
っ

J

全

て

お

り
､

そ

れ

ぞ

れ
に

敷
詰
の

論
文
を

配
列
し

て

あ

る
｡

第
一

部
で

ほ

本

4 0

書
の

表
題
で

あ

る

｢

産
業
革
命
と

経
済
成
長
+

と

の

問
の

関
係
を
い

か

に

扱
う
の

か

と
い

う
主
と

し
て

方
法
論
に

か

か

わ

る

問
題
を

論
ず
る

と

と

も

に
､

ハ

ー

ト

ウ
ニ

ル

の

産

業
革
命
像
が

描
き

出
さ

れ

て

い

る
｡

第
二

部
に

お
い

て

は
､

イ

ギ

リ

ス

産
業
革
命
の

諸
起

源
が

論
じ

ら

れ
､

ま
た

産
業
革

命
期
の

経
済
成
長
メ

カ

ニ

ズ
ム

の

分
析
が

広
い

視
野
の

も

と

で

行
な

わ

れ

て

い

る
｡

第
三

部
に

お
い

て

ほ
､

い

わ

ゆ

る

｢

生

活
水
準
論
争
+

に

関
係

す
る

論
稿
が

集
め

ら

れ
､

産
業
革
命
期
に

労
働
者
階
級
の

生

活
水
準
が

上

昇
し
た

こ

と

を

主
張
し

て

い

る
｡

こ

の

よ

う
な
三

部
構
成
は

､

現
実
の

歴

史
的
発
展
に

そ
っ

て

い

る

と

同
時
に

､

相
互
に

有
機
的
関
連
を

も
っ

て

い

る
こ

と

は

勿
論
の

こ

と
で

あ
る

｡

本
書
は

四

〇
〇
余
ペ

ー

ジ

に

お

よ

ぶ

大
著
で

あ

る

の

み

な

ら

ず
､

分

析

の

対

象
と

な
っ

て

い

る

事

柄
が

多
岐
に

わ
た

っ

て

い

る

の

で
､

限
ら

れ

た

紙
幅
の

な

か

で

本
書
の

全

貌
を
正

確
に

紹
介
す
る

こ

と

は

不

可
能
に

近
い

で

あ

ろ

う
｡

そ
こ

で
､

以

下
に

お
い

て
､

わ

れ

わ

れ

は
ハ

ー

ト

ウ
ェ

ル

の

論
述
の

な

か
で

中
心

的
位
置
を

占
め

る

で

あ

ろ

う
と

思
わ

れ

る

論
点
に

つ

い

て

触
れ

る
こ

と

と

し
た

い
｡

イ

ギ

リ
ス

産
業
革
命
に

関
す
る

ハ

ー

ト

ウ
ェ

ル

の

主
張
の

特
徴
点
を

列

挙
す

れ

ば

次
の

よ

う
に

な

る
｡

第
一

に
､

産
業
革
命
を

経
済
成
長
の

一

つ

の

ケ
ー

ス

と

し
て

把
握
す
る

こ

と
､

第
二

に
､

産
業
革
命
が

近

代
世
界
と

そ

れ

以

前
の

世
界
と

を

区

別
す

る

大
分
水

嶺
で

あ

る

と

主
張
す
る

こ

と
､

第
三

に
､

イ
ギ

リ

ス

産
業
革
命
は

国
民

経

済
が

全
体
と

し
て

均
衡
の

と

れ

た

発
展
を

と

げ
た

結
果
生

ま

れ

た

と

考
え

て

い

る

こ

と
､

第
四
に

､

産
業

革
命
分
析
は

経
済
的
要
因
の

み

な

ら

ず
非
経
済
的
要
因
を

も

考
慮
に

入

れ



ね

ば

な

ら

な
い

と

主
張
す
る

こ

と
､

第
五
に

､

生

活
水
準
は

産
業
革
命

期

に

上

昇
傾
向
に

あ
っ

た

と

主
張
し
て

い

る

こ

と
､

な

ど
が
ハ

ー

ト

ウ
ェ

ル

の

特
徴
と
い

え

る

で

あ

ろ

う
｡

以

上
の

特
徴
点
は

相
互
に

有
機
的
関
連
を

有
し

て

い

る

が
､

以

下
で

は

評
者
の

整
理

に

従
っ

て

逐
次
検
討
し
て

ゆ
く

こ

と

と

す
る

｡

(

l
)

岡
田

与

好

｢

産
業

革
命
論
の

変
遷
+

高
橋
幸
八

郎

編
『

産
業

革

命
の

研

究
』

､

岩
波

書
店

､

昭

和
四

〇

年
､

六
ぺ

ー

ジ
｡

(

2
)

T
.

S
.

A
s

F
t

O

n
､

り

訂

一
誌

礼

害
ご
ふ

已

和
昌
Q

訂
h

訂
声

h

記
Q

-

一

也

Q
Q

-

○

已
○

邑

P
.

勺
･

､

-

官
【

∞
･

こ

ハ

ー

ト

ウ
ェ

ル

は

｢

産
業

革
命
を

第
一

義
的
に

は

工

業
化
を

通
し
て

の

経
済
成
長
と

考
え

ね

ば

な

ら

な
い

+

(

ワ

会
･

)

と

主
張
し

､

産
業
革
命

の

期
間
を

一

七
五

〇
年
か

ら
一

八

五

〇
年
の

約
一

世
紀
聞
と

し

て

い

る
｡

(

p
.

N

∞
.

ワ

会
一

)

(

時
期
設
定
に

つ

い

て

は

別
の

と
こ

ろ

で
一

七

八

〇
年

か

ら
一

八
五

〇
年
を

産
業
革
命
期
と

す

る

な

ど

し
て

､

不

明
確
な

点
を

残

し

て

い

る
｡

)

そ

し

て
､

産
業
革
命
の

基
本
的
特
徴
は

､

こ

の

期

間
に

､

一

人
当
り

産
出
高
が

増
大
し

､

｢

最
初
の

持
続
的
経
済
成
長
が

達

成
さ

れ

評

た
+

(

ワ

箪
)

こ

と

な
の

で

あ
る

｡

し
か

も
､

こ

の

持
続
的
経

済
成
長

と
い

う

視
点
か

ら

産
業
革
命
を

分
析
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
､

こ

れ

ま

で

の

(1 0 1) 書

研
究
の

欠
陥
を

埋
め

合
わ
せ

る

こ

と

が

で

き

る

と
ハ

ー

ト

ウ
ェ

ル

は

考
え

て

い

る
｡

と
い

う
の

は
､

こ

れ

ま

で

の

研

究
は

､

産
業
革
命
の

定
義
が

明

確
で

は

な

く
､

同
じ

対

象
を

と

り

あ

げ

な

が

ら

も

相
互
の

対

話
が

実
現
し

な

か
っ

た

り
､

不
毛
な

論
争

､

議
論
が

展
開
さ

れ

た

り

し
て

い

た
｡

こ

の

よ

う
な

欠
陥
を

埋
め

合
わ
せ

､

共
通
の

土

俵
の

上
で

生

産
的
に

義
論
を

発

展
さ

せ

て

ゆ

く

た

め
に

は
､

経
済
成
長
の

視
点
か

ら

産
業
革
命
を

研
究
す

る

必

要
が

あ

る

と
ハ

ー

ト

ウ
ェ

ル

は

主
張
す
る

の

で

あ

る
｡

具
体
的
に

は
. ､

こ

れ

ま
で

の

よ

う
な

部
門
分
析
の

範
囲
に

と

ど

ま

ら

ず
､

産
業
革
命
に

対

す
る

総
合
的
ア

プ
ロ

ー

チ

が

要

請
さ

れ

(

p

勺
一

玉
1

声
)

､

経
済
的
要
因

の

み
で

な

く

非
経

済
的
要
因
も

経
済
成
長
を

達
成
す
る

上

で

重
要
な

貢
献

を

な

し
た

こ

と

を

充
分
配
慮
し

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

(

ワ

h
･

)

､

と

い

う

こ

と
に

な

る
｡

そ
こ

で
､

経
済
成
長
分
析
へ

と
ハ

ー

ト

ウ
ェ

ル

は

移
っ

て

ゆ

く
｡

具
体

的
に

は
､

産
業
革
命
の

起
漁
と

経
済
成
長
の

過
程
の

分
析
を

行
な

う
こ

と

に

な
る

｡

そ

し
て

､

ハ

ー

ト

ウ
ェ

ル

の

特
色
は

､

理

論
研
究
と

史
実
の

考

証
を

有
機
的
に

結
合
さ

せ

て

い

る
こ

と
で

あ
る

｡

産
業
革
命
の

起
源
に

つ

い

て

の

研
究
史
を

整
理
す

れ

ば
､

単
一

要
因
を

重

視
す

る

見
解
と

複
数
要

因
を

重

視
す
る

見
解
に

分
か

れ

る

(

ワ

ニ
h

こ
｡

こ

れ

ま
で

の

研
究
で

は
､

(

1
)

資
本

蓄
積

､

(

2
)

技
術
革
新

､

(

3
)

要
素

賦

与
､

(

4
)

レ

ァ

セ

･

フ
エ

ー

ル

政
策

､

(

5
)

市
場
の

拡
大

､

(

6
)

そ

の

他
の

社
会
的

条

件
な

ど
の

う
ち

一

つ

あ
る

い

は

複
数
を

重

視
し

､

そ
れ

で

産
業
革
命
を

説

明
し

よ

う

と

し
た

(

勺

p
.

【

宗
-
-

い

ご
｡

あ

る

い

は

特
定
の

産
業
部
門
の

発
展
を

重

視
す
る

こ

と

に

よ
っ

て

産
業
革
命
を

説
明

し
ょ

う
と

し
た

(

ワ

h

戸
)

｡

こ

れ
が

ハ

ー

ト

ウ

ェ

ル

の

い

う

単
一

原

因

説

(

m
｡

n

?
C

呂
S

巴

t

F
e

O

【

y
)

な

の

で

あ

る
｡

こ

れ
に

対

し
て

､

ハ

ー

ト

ウ
ェ

ル

は

生

産
性
の

向
上
を

も

た

ら

し

た

諸
要
因
を

全
体
と

し
て

評
価
し

ょ

う
と

試
み
る

の

で

あ
る

｡

ハ

ー

ト

ウ
ニ

ル

に

よ

れ

ば
､

生

産
性
の

上

昇
は

､

(

1
)

技
術
の

改
善

､

4 0 ∂
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(

2
)

高
い

生

産

性
部
門

へ

の

労
働
の

移
転

､

(

3
)

労

働
の

特

化
､

生

産
組
織
の

改
善
な

ど
に

よ
る

規
模
の

経
済
性

､

(

4
)

外
部
経
済

性
､

(

5
)

資
蔽
の

活
用
と

高
い

労
働
雇
用
率

､

な

ど

に

よ
っ

て
､

全
体
と

し
て

達
成

さ

れ
､

経
済
成
長
を

復
姓
な

過
程
と

と

ら

え

る

の

で

あ

る

(

p

p

+
-

心

-

-

寧
)

｡

し
た

が

っ

て
､

経
済
成
長
は

経
済
上
の

問
題
だ

け
で

な

く
､

広
く

人

間
の

特
性
に

も

関
係
し

て

く

る

こ

と
に

な
る

と
ハ

ー

ト

ク
ェ

ル

は

主
張

し
て

い

る

(

p

ワ

一

芸

-
-

芦
)

｡

こ

こ

か

ら
､

経
済
成
長
を

多
変
数
の

相

互

依
存
関
係
に

立

脚
し
･

た

社
会
過
程
(

望
F

宇
く

邑
邑
e

巨
e

邑
0

勺
e

ロ
d
･

｡

n
t

S

｡

C

邑
勺

岩
C

e

且
(

ワ

訟
･

)

と

と

ら

え
､

第
九

章
で

は

｢

均
衡
成

長
の

一

つ

の

事
例
と

し
て

の

産
業
革
命
+

と
い

う
タ

イ
ト

ル

を

掲
げ

､

あ

く

ま
で

も

部
門
分
析
や

単
一

原

因
説
を

排
し
､

巨
視
的

･

集
計
的
成
長
分

析
を

試
み
る

の

で

あ

る

(

勺
p
.

-

巴
-
N

0

〇
.

)
｡

三

ハ

ー

ト

ウ
ェ

ル

は

均
衡
成
長
理

論
(

出
P

㌻
ロ
C

e

d

G
岩
W
t

F
)

こ

そ
が

産

業
革
命
を

説
明
し

う
る

理

論
と

考
え
て

い

る

の

で

あ

る

が
､

そ
の

論
拠
は

､

一

八

世
紀
に

み

ら

れ
た

次
の

六

点
と

合
致
す
る
の

が

不

均
衡
成
長
理

論
で

は

な

く

均
衡
成
長
理

論
で

あ

る

か

ら

だ

と
い

う
｡

一

八

世
紀
の

イ

ギ

リ
ス

に

お

い

て

は
､

(

1
)

農
業

･

工

業
･

サ
ー

ヴ
ィ

ス

の

経
済
の

全

部

門
に

亘
っ

て

広
範
な

投
資
が

行
な

わ

れ
､

(

2
)

こ

の

投
資
は

一

定
の

地

域
に

限
定
さ

れ

る

こ

と

な

く
､

全
国
的
に

分
散
し

て

い

た

こ

と
､

(

3
)

国
内

市
場
は

持
続
的
に

拡
大
し
て

い

た

こ

と
､

(

4
)

要
素
供
給
に

非

弾
力

性

が

み

ら

れ

ず
､

(

5
)

生

産
性
の

向
上

は
､

集
中
と

規
模
の

経

済

性
に

よ

る

よ

り

も

む

し

ろ

要
素
投
入
の

増
大
と

組
織
や

技
術
の

改
善
に

よ

る

効
率

β

U

の

増
大
に

よ
っ

た
こ

と
､

(

6
)

一

七

〇
〇
年
ま
で

に

す
で

に

統

合

的

市

4 0

場
経
済
が

成
立

し
て

い

た

こ

と
､

以
上

の

よ

う
な
こ

と

が

確
認
で

き
､

こ

の

よ

う

な

状
況
の

下
で

は
､

成
長
を

促
す

必

要
は

な

く
､

産
業
革
命
へ

と

っ

な
が

っ

て

ゆ

く
､

と
ハ

ー

ト

ウ
ェ

ル

は

主

張

す

る

の

で

あ

る

(

p

ワ

一

心

か

-
-

冨
.

)

｡

と

こ

ろ

が
､

不

均
衡
成
長
理

論
で

は
､

成
長
に

よ
っ

て

生

み

出
さ
れ

た

圧

力
に

反
応
す
る

こ

と

が

可
能
な

経
済
の

基
本
的
特
徴
を

無
視
す
る

こ

と

に

な

り
､

一

八

世
紀
の

イ

ギ

リ

ス

の

経
済
問
題
を

不

明
確
に

す
る

と

同

時

に

成
長
過
程
を

誤
ま
っ

て

理

解
す
る

こ

と
に

な
る

と
ハ

ー

ト

ウ
ェ

ル

は

批

判
す
る

の

で

あ

る

(

p
.

-

∞

ご
｡

以

上
の

よ

う
な

基

本
的
理

論
の

具
体
的
展
開
と

し

て
､

ハ

ー

ト

ウ
ェ

ル

は

重

要
変
数
と

し
て

､

資
本
蓄
積

､

人
口

成
長

､

技
術
変
化

､

組
織
の

変

化
な

ど

を

詳
細
に

検
討
す
る

と

同
時
に

､

こ

れ

ま

で

無
視
さ
れ

て

き
た

サ

ー

ヴ
ィ

ス

部
門
に

皇
口

及
し

､

経
済
全
体
と

し

て

成
長
を

達
成
す
る

均
衡

成
長
の

論
理

構
成
は

完
成
す
る

こ

と

に

な

る
｡

四

イ
ギ

リ
ス

産
業
革
命
期
の

経
済
成
長
は

均
衡
成
長
パ

タ

ー

ン

を

と

る
と

こ

れ

ま

で
ハ

ー

ト

ウ
ェ

ル

は

主
張
し

っ

づ

け
て

き

た
の

で

あ

る
が

､

こ

の

経
済
成
長
に

よ
っ

て
､

｢

人
口

､

産
出
高

､

実
質
所

得
が

緩
慢
に

増

加

す

る

低
経
済
成
長
の

世
界
+

と

｢

人
口

が

驚
異
的
な

率
で

増
加
し

､

産
出
高

も
一

人
当
り

実
質
所
得
も

持
続
的
に

成

長
す
る

よ

り

急
速
な

経
済
成
長
の

世
界
+

と

が

二

分
さ

れ
､

産
業
革
命
は

歴
史
上
の

大
分
水
嶺
で

あ

る

と
ハ

ー

ト

ウ
ェ

ル

は

主
張
す

る

(

p
.

£
.

)

｡
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伝
統
的
な

歴
史
区

分
に

従
え

ば
､

産
業
革
命
は

資
本
主
義
経
済
の

勃
興

と
い

う
一

大
画
期
の

の

ち
に

出
現
す

る

歴

史
的

事
件
で

あ

り
､

あ

ぺ

ま
で

鳩

資
本
主
義
経
済
の

枠
内
で

の

発
展
の

一

つ

と

と

ら

え

ら

れ
て

い

た
｡

し

か

し
､

ハ

ー

ト

ウ
ェ

ル

は
､

｢

制
度
や

組
繚
の

面
で

､

あ

る
い

は

産

出

高

の

面
で

最
大
の

変
化

､

不

連
続
を

画
す

る
+

も
の

は

産

業

革

命
で

あ

り

(

p
.

h

声
)

､

産
業
革
命
を

資
本
主
義
の

勃
興
の

副
産

物
と

し
て

扱
う
こ

と

は

で

き

な
い

と

主
張
す

る

の

で

あ
る

(

p
･

N

∞
･

)
｡

資
本
主

義
の

勃

興
期
に

は
､

産
業
革
命
期
に

み

ら

れ

た

よ

う
な

商
･

工

業
活
動
の

拡
大

､

富
の

増
加
は

み

ら
れ

ず
(

p
･

怠
･

)
､

産
業
革
命
期
の

経

済
成
長
に

よ
っ

て
､

一

人
当
り

実
質
所
得
は

上

昇
傾
向
を

示
し

､

生

活
の

質
も

エ

美
化
と

と

も

に

改
善

さ

れ

た

と
ハ

ー

ト

ウ
ェ

ル

は

主

張
し

(

p
･

竿
)

､

だ

か

ら

こ

そ
､

産
業
革
命
が

歴
史
上
の

大
分
水
嶺
で

あ

る

と

論
ず

る
の

で

あ

る
｡

い

ま

触
れ

た

生

活
水
準
の

問
題
に

関
し
て

は

長
い

論
争
史
が

あ

る
｡

し

か

し
､

こ

こ

で

ほ
ハ

ー

ト

ウ
ェ

ル

の

主
張
の

要
約
に

と

ど

め
る

こ

と

と

す

る
｡

ハ

ー

ト

ウ
ェ

ル

は

い

わ

ゆ

る

｢

来
観
論
+

の

立

場
を

と
っ

て

い

る

が
､

貧
民

の

存
在
や

産
業
革
命
期
の

｢

社
会
不

安
+

の

存

在
を

香
定
す

る

わ

け

で

ほ

な

く
､

生
活
水
準
そ

の

も
の

ほ
､

一

八

四

〇

年
以

前

に

は

高
い

も

の

で

は

な

く
､

ま

た

急
速
に

改
善
さ

れ

た

と

も

主

張
し

て

い

な

い

(

ワ

宝

こ
｡

し
か

し
､

ハ

ー

ト

ウ
ェ

ル

は

産
業
革
命
が

労
働
者
大
衆
に

も

た

ら

し
た

好
結
果
を

評
価
す
る
の

で

あ

る
｡

統
計
史
料
か

ら
は

改
善
の

傾
向
を

読
み
と

れ

る

と

し

(

ワ

ご
h

こ
､

従
来
｢

悲
観
論
者
+

た

ち
が

得
意
と

し

て

い

た

非
計
量
的
側
面
に

ハ

ー

ト

ウ
占

ル

は

切

り

込
ん
で

い

っ

た
｡

産
業

革
命
は

､

(

1
)

農
村
社
会
の

後
進
性
か

ら
の

解
放
を

実
現
し

､

(

2
)

労

働
者
階
級
が

自
己
の

利
害
を

組
織
し

､

社
会

･

経
済

･

政
治
な

ど

の

分

野

で

発
言
力
を

も
つ

に

至
っ

た
こ

と
､

(

3
)

婦
人
の

解
放
の

第
一

歩
を

達

成
し

た
こ

と
､

(

4
)

流
血

な

ど
の

暴
力
性
を

減
じ
て

き

た

こ

と
､

な

ど

の

点
で

､

生

活
の

質
を

向
上

さ

せ

た

と

主
張
す

る

の

で

あ
る

(

p
･

℃
･

)

｡

要
す
る

に
､

(

1
)

一

人
当
り

実
質
所

得
の

増
大
を

詔
統
計

資

料
か

ら

確
認
す

る
こ

と

が

で

き
､

(

2
)

労
働
者
に

と
っ

て

所
得
配
分
の

傾

向
に

大
き

な

変
化
は

み

ら
れ

ず
､

(

3
)

物

価
の

下

落
と

貨
幣
賃
金
の

安

定

性

を

も

確
認
で

き
､

(

4
)

一

人
当
り
の

食
料
そ
の

他
の

消
費

財
の

消

費
が

拡
大
し

､

(

5
)

政
府
は

生

活
水
準
向
上
の

た

め
の

諸
方
策
を

施

し

た

こ

と
､

な

ど

に

よ
っ

て
､

労

働
者
の

生

活
水
準
は

上

昇
し

た

と
ハ

ー

ト

ウ
ェ

ル

ほ

主
張
す
る
の

で

あ
る

(

ワ

u

-
h

こ
｡

こ

の

よ

う
な

経

済
成
長
に

も
と

づ

く

生

活
水
準
の

向
上

は
､

ま
さ

に

産
業
革
命
を

歴

史
上
の

大
分
水
嶺
と

位
置
づ

け
る
こ

と

を

正

当
化
す
る

も
の

と
ハ

ー

ト

ウ
ェ

ル

は

考
え

て

い

る

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
な
ハ

ー

ト

ウ
ェ

ル

の

考
え

方
は

､

W
･

W
･

ロ

ス

ト

ウ

の

理

(

1
)

(

2
)

論
よ

り

も

む
し

ろ

C
･

址
･

チ

ポ

ラ

の

農
業

革
命
と

産
業
革
命
の

二

つ

の

革
命
に

よ
っ

て

狩
猟
社
会

､

農
業
社
会

､

工

業
社
会
に

区

分
さ

れ

る

歴
史

解
釈
に

近
い

こ

と

を

指
摘
し
て

お

こ

う
｡

(

1
)

W
.

W
.

河
｡
S

t

｡

弓
-

ヨ
恥

盟
薦

恥

h

阜

内
岩

雪
S
訂

曾
Q

邑
ざ

C
O

m
b
【

昆
∽

e

亡
-

ワ
.

-

心

示
〇

･

(

2
)

C
.

芦

C

首
｡
ご

p
-

り

訂

内
岩

喜
喜
訂

顎
邑
Q

ぢ

阜

司
Q

ミ
軋

勺
尽

･

已
已
訂
声

勺
e

ロ
g

已
n

出
0

0

打
∽

､

-

芸
N

･

五

4 0 7
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ハ

ー

ト

ウ
ェ

ル

の

経
済
成
長
に

関
す
る

理

論
的
特
徴
の

一

つ

は

｢

均
衡

成
長
理

論
+

で

あ
っ

た
｡

も

う
一

つ

の

特
徴
は

､

｢

経
済

構

造

理

論
+

で

ぁ

る
｡

コ

ー

リ
ン

･

ク

ラ

ー

ク

の

有
名
な

理

論
を

援
用
し

な

が

ら

産
業

革

命
期
の

経
済
構
造
の

変
化
を

追
求
す
る

作
業
で

あ

る
｡

経
済

構
造
の

変
化

は

段
階
的
に

進
展
し

､

第
一

段
階
で

エ

美
都
門
と

サ
ー

ヴ
ィ

ス

部
門
が

伸

び
､

農
業
部
門
は

衰
退
し

は

じ

め

る
｡

第
二

段
階
で

は

虔
業
部
門
は

最
少

と

な

り
､

エ

美
都
門
は

安
定
的
で

あ

る

が
､

サ
ー

ヴ
ィ

ス

部
門
は

拡
大
し

っ

つ

け
る
｡

そ

し

て

最
終

段
階
で

は

サ

ー

ヴ
ィ

ス

部
門
が

全
雇
用
の

五

〇

パ

ー

セ

ン

ト

以

上

に

達
す

る
｡

こ

の

よ

う
な

サ

ー

ヴ
ィ

ス

部
門
の

連
続
的

成
長
を

含
む

経

済
成

長
は

ア

メ

リ

カ

で

も

イ

ギ

リ

ス

で

も

エ

業
化
と
と

も

に

は

じ

ま
っ

て

お

り
､

こ

の

サ

ー

ヴ
ィ

ス

部
門
の

分
析
を

欠
い

た

産
業
革

命
研
究
は

不

備
な

も
の

と

な

ら
ざ

る

を

得
な
い

と
ハ

ー

ト

ウ
ェ

ル

ほ

考
え

て

い

る

(

p

ワ

N

O

小

一
N

O

エ
｡

こ

の

よ

う
な

形
で

サ
ー

ヴ
ィ

ス

部
門
を

扱

ぅ
の

は
ハ

ー

ト
ウ

ェ

ル

の
ユ

ニ

ー

ク

な

点
の

一

つ

で

も

あ

る
｡

こ

れ

ま

で

の

研
究
史
の

な
か

で

は
､

運
輸
と

金
融
が

比

較
的

扱
わ

れ
て

き
た

が
､

そ

の

他
の

サ

ー

ヴ
ィ

ス

部
門
は

ほ

と

ん

ど

横
能
的
に

扱
わ

れ
る

こ

と

が

な
か

っ

た
｡

と
こ

ろ
が

､

サ

ー

ヴ
ィ

ス

部
門
の

分

析
は

き

わ
め

て

重

要
で

あ

る

と
ハ

ー

ト

ウ
ニ

ル

は

主
張
す
る

｡

何
故
な

ら

ば
､

産
業
革
命

期
の

経
済
成
長
を

具
体
的
に

分
析
す
る

場
合

､

構
造
変
化

､

組
織
上
の

変

化
､

人
的
資
本
へ

の

投
資
の

三

点
を

扱
う
こ

と

が

必

須
で

あ

り
､

し

か

も

こ

の

三

点
の

分
析
は

サ

ー

ヴ
ィ

ス

部
門
の

成
長
を

分
析
す

る

こ

と

に

よ
っ

て

与
え

ら
れ

る

と
ハ

ー

ト

ウ
ェ

ル

は

考
え
て

い

る

の

で

あ
る

(

p
.

N

O

ヱ
C

産
業
革
命
期
の

サ
ー

ヴ
ィ

ス

部
門
の

基
本

的

役
割

は
､

(

l
)

社
会
的

間
接
資
本

､

(

2
)

仲
介
的
サ
ー

ヴ
ィ

ス
､

(

3
)

文
化
的
サ
ー

ヴ
ィ

ス
､

(
】

0

な

ど
と

関
連
し

て

い

る
｡

ハ

ー

ト

ウ
ニ

ル

は
､

運
輸

･

交
通

･

政
府
と

公

4 0

益
事
業

､

専
門
職

､

小

売
･

卸
売

､

金
融

､

娯
楽

･

ス

ポ

ー

ツ
､

文
化
的

サ

ー

ヴ
ィ

ス
､

召
使
い

､

な

ど

を

具

体

的
に

追

求
す

る

の

で

あ

る

が

(

p
p

･

N

-

h

l
N

N

こ
､

基
本
的
に

は
､

所
得
の

増
大
を

前
提
と

し
て

､

各
種

サ

ー

ヴ
ィ

ス

へ

の

需
要
が

急
速
に

成
長
し

､

従

来
家
庭
内
で

行
な
わ

れ

て

い

た

も
の

が

家
庭
か

ら

分
離
さ

れ
､

そ

れ

ぞ

れ
の

サ

ー

ヴ
ィ

ス

が

専
門
化

し
て

く
る

と

同
時
に

社
会
組
織
の

複
耗
化
な

ど
に

よ
っ

て

管
理

機
能
も

肥

大
し

､

サ

ー

ヴ
ィ

ス

部
門
は

成
長
し
っ

づ

け
る

こ

と

に

な

る

(

p
p
.

N

O

¢

-
N

-

〇
･

)

｡

サ

ー

ヴ
ィ

ス

部
門
に

関
し
て

は

今
後
開
拓
さ

れ

ね

ば

な

ら

な

い

点
が

多
い

こ

と

を

認
め

つ

つ

も
､

ハ

ー

ト

ウ
ェ

ル

は

次
の

四

点
を

一

応

の

結

論
と

し
て

い

る
｡

(

1
)

サ

ー

ヴ
ィ

ス

部
門
は

産
業
革
命
の

開

始
と

と

も
に

成
長
し

は

じ

め

た
｡

(

2
)

サ

ー

ヴ
ィ

ス

部
門
の

生

産
性
は

エ

業
･

畠
業
よ

り
も

急
速
に

上

昇
し

た
｡

(

3
)

サ
ー

ヴ
ィ

ス

部
門
の

成

長
ほ

産

業
革
命
に

と
っ

て

基
礎
的
で

あ
っ

た
｡

(

4
)

サ

ー

ヴ
ィ

ス

部

門
は

生

活

様
式
の

変
化
に

皇
貝

献
し
た

｡

(

p
.

N

N
h

こ

六

サ
ー

ヴ
ィ

ス

部
門
の

重

要
性
を

強
調
し

た
の

は

第
一

〇

革
に

お

い

て

で

あ

る
が

､

第
一

一

章
に

お
い

て

ハ

ー

ト

ウ
ニ

ル

は

｢

二

つ

の

サ
ー

ヴ
ィ

ス
､

教
育
と

法
律
+

を

扱
っ

て

い

る

(

p

p
･

N

N

n

l
N

芦
)

｡

こ

こ

で

は

｢

教
育
+

の

み
と

り

あ

げ
て

み

る
こ

と

と

し

た
い

｡

｢

教
育
+

へ

の

ア

プ
ロ

ー

チ

は

学
問
領
域
に

よ
っ

て

か

な

り

異
な

る
が

､

ハ

ー

ト

ウ
ェ

ル

は
､

経
済
成
長
の

型
と
ペ

ー

ス

を

決
定
す
る

上
に

｢

教
育
+

が

ど
の

よ

う
な

役
割
を

果
し

た

の

か
､

と
い

う
視
野
か

ら

｢

教
育
+

を

と



り

あ

げ
る

｡

即
ち

､

｢

教
育
+

は

経
済
成
長
を

促
し

た

の

か
､

工

業
経
済

の

要
求
に

｢

教
育
+

は

応
え

る
こ

と
が

で

き

た

の

か
､

と
い

う
問
題
で

あ

る
｡

こ

の

間
題
の

解
明
は

次
の

二

点
の

分
析
に

ゆ

だ

ね

ら

れ

る
｡

第
一

は
､

産
業
革
命
以

前
の

｢

教
育
+

の

性
格
と

質
を

明
ら

か

に

し
､

産
業
革
命
と

の

関
係
を

明
ら

か

に

す

る

こ

と
､

第
二

に
､

経
済

成

長

維
持
の

た

め

に

｢

教
育
+

に

対

し

て

い

か

な
る

要
請
が

示
さ

れ
､

そ

れ

を

｢

教
育
+

は

ど

う
対

処
し

た
の

か
､

と
い

う
二

点
で

あ

る

(

p
.

N

N

や
)

｡

｢

教
育
+

に

関
す

る

評
価
は

こ

れ

ま

で

に

二

通
り

あ
っ

た
｡

即
ち

､

一

方
は

経
済
成

長
の

過
程
で

｢

教
育
+

が

重

要
な

役
割
を

担
っ

た

と

す
る

見

解
で

あ

り
､

他
方
は

産
業
革
命
期
の

｢

教
育
+

は

何
ら

重

要

性
を

も
た

な

か

っ

た

と

す

る

見
解
で

あ

る
｡

ハ

ー

ト

ウ
ェ

ル

は
､

産
業
革

命
期
に

お

け

る

文
盲
率
の

低
下
を

確
認
し

､

ま

た
､

一

般
大
衆
向
け
の

学
校
施
設
の

増

加
な

ど

か

ら
､

｢

教
育
+

は

情
報
交
換
を

容
易
に

し
､

合
理

的
経
済
体
制
の

基
礎
に

な
っ

た

と

評
価
す
る

の

で

あ

る

(

ワ

N

志
.

)
｡

ま

た
､

｢

教
育
+

は

エ

業
化
に

心

安
な

労
働
能
力
と

経
営
の

才
能
を

高
め

､

人
材
の

ブ

ー

ル

を

深
化
し

拡
大
し

た

と

主
張
す
る

の

で

あ

る

(

p
.

N

£
一

)

｡

以
上

の

よ

う

な

｢

教
育
+

に

関
す
る
ハ

ー

ト

ウ
ェ

ル

の

主
張
の

当
否
は

別
■に
し
･
て

､

･･一
経
済
成
長
分
析
の

な

か
･
に

｢

教
育
+

を

導
入

し
た

こ

と
■は

評

評

価
し
な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

問
題
は

1

教

育
+

を

扱
う

視

点
で

あ

る
｡

｢

教
育
+

の

問
題
を

経
済
成
長
へ

･
の

貢
献
度
の

測
定
と
い

う
視
点
か

ら

接

( 1 0 5) 吾

近

す
る

こ

と

は

可
能
で

あ

り
､

有
益
で

あ

る

と

考
え

る
が
+

こ

の

接
近

方

法
か

ら
で

は
､

.
｢

教

育
+

自
体
に

内
在
す

る

問
題
を

解
明
す
る

糸
口

が

な

く
な

っ

て

し

ま

う
の

で

瀬

な
か

ろ

う
か

｡

■｢

教

育
+

自
体
に

内

在

す
る

問

題
と
は

､

･
誰
が

→

教
育
+

の

主
導
権
を

‥

に

ぎ

り
､

何
の

た

め

に
､

誰
を

い

か

に

｢

教
育
+

す

る

か
､

と
い

う
問
題
で

あ

り
､

こ

れ

ら
の

問
題
は

ま

さ

に

社
会

･

経
済
状
態
と

密
接
に

関
係
し
て

い

る

の

で

あ

る
｡

し
か

も
､

｢

教

育
+

自
体
に

内
在
す

る

問
題
の

解
決
の

仕
方
が

､

｢

経

済
成

長
+

と

密

接
に

関
係
し
て

く

る

の

で

あ

る
｡

七

本
書
に

盛
ら

れ

た

内

容
は

多

岐
に

わ
た
っ

て

お

り
､

触
れ

る
こ

と

の

で

き

な
か

っ

た

点
も

多
い

｡

と

く
に

､

イ

ギ

リ

ス

産
業
革
命
と

現
在
の

低
開

発
諸
国
の

工

業
化
を

論
じ

た

部
分
を

す
べ

て

割
愛
し

て

し

ま
っ

た
｡

し
か

し
ハ

ー

ト

ウ
ェ

ル

の

産
業
革
命
論
は

｢

産
業
革
命
を

経
済
成
長
と

し

て

理

解
す
る

こ

と
+

｢

均
衡
成
長
+

｢

大
分
水
嶺
+

｢

構
造
変
化
+

｢

生

活
水

準
の

上

昇
+

な

ど

が

有
機
的
関
連
を

も

ち
な

が

ら

構

築
さ

れ
て

い

る
こ

と

を

お

さ

え
る

こ

と

が

で

き

た

と

思
う

｡

そ
し

て
､

全
体
を

貫
く

特
徴
と

し

て
､

ハ

ー

ト

ウ
ェ

ル

は

経
済
理

論
と

実
証
分
析
を

み
ご

と
に

成
功
さ

せ

て

い

る

点
を

指
摘
し

て

お
か

な

け

れ
ば

な

ら
な
い

｡

最
後
に

包
括
的
な

問
趨
点
を

指
摘
し

て

お
こ

う
｡

ハ

ー

ト

ウ
ェ

ル

の

主

張
は

結
局
の

と
こ

ろ
､

｢

イ

ギ

リ

ス

産
業
革
命
ほ

破
滅
で

は

な

く

成

長
の

壮
観
な

成
功
例
+

(

p
･

誌
･

)

で

あ

り
､

イ

ギ

リ

ス

が
一

世
紀
に

亘
っ

て

せ

界
中
で

最
も

強
力
で

最
も

影
響
力
を

も

ち
､

大
衆
の

生

活
水
準
を

上

昇
さ

せ

た

の

は

産
業
革
命
に

よ
っ

て

で

あ
る

(

p

p
･

訟

1
h

声
)

､

と
い

う

主

張

に

な

る
｡

産
業
革
命
の

開
始
と

と

も
に

生

産
力
が

飛
躍
的
に

増
大

し
っ

づ

け
た

こ

と

ほ

否
定
し

え
な
い

こ

と

で

あ

ろ

う
｡

こ

の

点
に

注
目
し

､

ハ

ー

ト

ウ
ェ

ル

は

｢

大
分
水
嶺
+

を

主

張
す
る

の

で

あ

ろ

う
が

､

わ

れ

わ

れ

と

し
て

は
､

産
業

革
命
瓢
に

示
さ

れ

た

不

連
続
■の
最
も

大
き

な

点
は

､

一

人

4 0 9



一 橋論叢 第七 十 巻 第 四 号 (1 0 6)

当
り

実
質
所
得
の

上

昇
で

は

な

く
､

人
間
の

生

活
パ

タ

ー

ン

が

変
化
し

､

自
然
と

人

間
と
の

関
係

､

㌧

生

産
活
動
へ

の

科
学

･

技
術
の

適
用
が

産
業
革

命
周
に

大
き

く

変
化
し

た

こ

七

で

は

な
か

ろ

う
か

と

考
え

る
｡

生

産
力
の

発
展
は

､

こ

れ

ら
の

変
化
を

示

す
具
体
的
指
標
な
の

で

は

な

か

ろ

う
か

｡

そ

し

て
､

わ
れ

わ
れ

が

今
日
の

世
界
的
規
模
で

進
行
し

て

い

る

環
境
破
壊

の

淵
源
を
た

ど
れ

ば
､

産
業
革
命
期
に

ゆ

き
つ

く

は

ず
で

あ

る
｡

従
っ

て
､

現

代
の

深

刻
な

事
態
は

産
業
革
命
よ

り

発
し
て

い

る

問
題
で

あ

る

と
い

う

(

‖
)

認
識
の

も
と

に

産
業
革
命
を

再
検
討
す
る

必

要
が

あ

る
の

で

は

な
か

ろ

う

如

か
｡

(

一

橋
大

学

講

師
)

ノ
ー




