
書

評

大
河

内
暁
男
著

『

近
代
イ

ギ
リ

ス

経
済
史
研
究

-
国
内
市
場
の

研

究

-
･

』

米

川

伸

一

-

本
書
は

一

国
の

資
本
主
義
的
発
展
に

お

い

て

国
内
市
場
の

果
た

す
役
割

を
重

視
す
る

経
済
学
の

古
典
学
派
を
生

誕
せ

し

め

た

そ
の

社
会
経
済
的
基

盤
に

､

経
済
史
の

側
か

ら

分
析
を

進
め

､

そ

の

理

論
の

拠
っ

て

立
つ

背
景

を

実
証
を

通
じ
て

明
ら

か
に

し

た

手
堅
い

労
作
で

あ

る
｡

こ

れ

を

行
な

う

に

当
っ

て
､

著
者
は

そ
の

素
材
を

今
ま

で

専
ら

論
議
の

対

象
と

さ

れ
て

来

た

毛
織
物
工

業
を

避
け
て

生

産
財
た

る

製
鉄

･

鉄
工

業
に

求
め

ら

れ
て

､

評

周
知
の

｢

局
地

的
市
場
圏
+

か

ら

全
イ
ン

グ

ラ

ン

ド

的
市
場
成
立
へ

の

胎

動
を

､

市
場
圏
の

拡
大
と

統
一

価
椅
の

形
成
と
い

う
二

側
面
か

ら

跡
付

け

( 8 1 ) 書

よ

う
と

さ

れ

た

も

の

で

あ

る
｡

本
書
の

骨
子

を

そ
の

構
成
の

順
を

迫
っ

て

叙
述
す
る

と
､

ま

ず
第

一

革

｢

西
部
ミ

ッ

ド

ラ
ン

ズ

金
属
工

業
か

ら

み

た
一

八

世
紀
イ

ギ
リ

ス

の

市
場

構
造
と

そ

の

発
展
傾
向
+

は
､

バ

ー

ミ

ン

ガ
ム

=

ブ

ラ
ッ

ク

カ

ン

ト

リ

を

叫

卜

計

ヽ

ヽ

ヽ

中
心
に

し

た
一

地

域
を

対

象
に

し
て

､

そ
の

市
場
構
造
の

急
激
な

変
貌
を

府
政
し

た

も
の

で

本
書
の

導
入

部
を

成
し
て

い

る
｡

即
ち

､

当
地

域
は

一

六

世
紀
を

通
じ
て

な
お

地

域
内
で

の

充
足
的
な

再
生

産
圏

､

即
ち

｢

局
地

的
市
場
圏
+

を

形
成
し

て

い

る

と
い

う
当
時
の

イ

ン

グ

ラ
ン

ド

に

お
い

て

は

む

し

ろ

後
進
的
様
相
を

呈

し
て

い

た
の

で

あ
っ

た

が
､

市
民

革
命
前
後

に

お

け
る

製
鉄

･

鉄
工

業
の

発
展
は

､

当
部
門
の

不

均
等
的
発
展
を

推
進

力
と

し
て

｢

地

域
的
市
場
圏
+

へ

の

編
成
が

え

を

も
た

ら
し

､

更
に

息
つ

く

間
も

な

く
一

八

世
紀
に

至
る

と

全
イ
ン

グ
ラ

ン

ド

的
な

市
場
形
成
へ

の

ヽ

ヽ

ヽ

動
き

を

見
せ

る
｡

一

地

域
に

お

け

る

急
激
な

経
済
発
展
を

考
察
す
る

上
で

示
唆
さ

れ

る

所
が

多
い

｡

と
こ

ろ

で
､

こ

の

よ

う
な

全
国
的
市
場
成
立
へ

の

歩
み

は
､

何
も

製
鉄
産
業
に

お
い

て

の

み

観
察
さ

れ

る

現

象
で

は

な

い

｡

穀
物

､

毛
織
物
な
ど

の

主

要
な

商
品
に

つ

い

て

も
､

こ

の

よ

う

な

動

き

が

当
然
予

想
さ

れ
る

｡

こ

れ

は
こ

と
の

性
質
上

実
証
す
る

に

著
し

く

困

難
な

課
題
な
の

で

あ
る

が
､

著
者
は

一

八

世
紀
前
半
期
に

お
い

て

道
路
補

修
を

要
求
す
る

下
院
へ

の

陳
情
書
が

急
増
す
る

と

い

う

事

実
に

着

目

さ

れ
､

こ

れ

は
こ

の

時
期
に

至

り

商
品
の

運
送
量
が

増
加
し

た

結
果
起
こ

っ

た

現
象
で

あ
る

こ

と

を

史
料
的
に

実
証
さ

れ
つ

つ
､

同
じ

く

中
央
文
書
に

依
拠
し
て

｢

地

域
的
市
場
圏
+

か

ら

全
国
的
市
場
成
立
へ

の

高
ま

り

を

も

把
握
さ

れ

た
｡

こ

れ

が

続
く

第
二

章
｢

道
路
交
通
か

ら

み

た
一

八

世
紀
前

半
イ

ギ
リ

ス

の

国
内
市
場
+

の

要
点
で

あ

る
｡

他
方

､

全
国
的
市
場
の

成
立
と

は
こ

れ

を

経
済
学
的
に

論
証
せ

ん

と

す

れ

ば
､

何
よ

り
も

ま

ず
価
格
形
成
の

メ

カ

ニ

ズ

ム

に

お
い

て

捕
え

ら

る
ぺ

き
こ

と

は

論
を

待
た

な
い

｡

こ

の

困
難
な

要
請
に

意
欲

的
に

取
組
ま

れ
た

の

が

第
三

孝
｢

一

八

世
紀
前
半
イ

ギ

リ

ス

国
内
市
場
の

価
格
組
織

～
い

別
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わ
ゆ

る

『

ビ

ュ

ウ

ド
リ

相
場
』

と

そ

の

意
義

-
+

で

あ
る

｡

こ

こ

で

は

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ま

ず

最
初
に

鉄
価
格
の

決
定
に

｢

全
国
的
規
模
で

の

変
動
+

が

見
受
け

ら

れ

た
こ

と

が
､

下

院
小

委
員
会
の

報
告
を

通
じ
て

明
ら

か

に

さ

れ
､

当
時

｢

ビ

ュ

ウ

ド
リ

相
場
+

(

ビ

ュ

ウ

ド

リ

と

は
セ

プ
ア

ー

ン

河

に

臨

む

ウ

ー

ス

タ

ー

シ

ャ

北

部
の

市

場

町
)

な

る

も
の

が

存
在
し
､

そ

れ

が

イ
ン

グ

ラ

ン

ド

に

お

け
る

鉄
佃
格
の

基
準
と

見
倣
さ

れ

て

い

た

こ

と

に

注

目

さ

れ

る
｡

そ

し

て
､

ビ

ュ

ウ
ド

リ

が

バ

ー
､

､

､

ン

ガ

ム

地

域
を

目
指
し
て

集
ま
っ

て

来
た

あ

ら

ゆ

る

種
類
の

鉄
の

全
国
的
集
産
地
で

あ

り
､

こ

こ

で

の

取
引

相
場
が

｢

ビ

ュ

ウ
ド

リ

相
場
+

に

伯
な

ら

な

か
っ

た

と
さ

れ

る
｡

以
上
の

前
提
を

踏
ま

え

た

上
で

､

著
者
は
こ

の

｢

ビ

ュ

ウ
ド

リ

相
場
+

の

経
済
学

的
分
析
に

移
り

､

現
存
せ

る

二

つ

の

パ

ン

フ

レ

ア

ト

の

提
示

す
る

鉄

製
造

の

費
用
計
算
書
と

｢

ビ

ュ

ウ

ド
リ

相
場
+

と

を

照
合
さ

せ
つ

つ

､

両
史
料

中
の

棒
鉄
価
格
が

ビ

ユ

■
ウ

ド

リ
ヘ

の

運
送
費
を

考
慮
す
れ

ば

ほ

ぼ
一

致
し

て

い

る
こ

と

を

指
摘

､

余
剰
価
値
率

､

利
潤
率
が

試
算
せ

ら

れ
､

利
潤
率

の

均
等
化
が

示

唆
さ

れ
る

｡

言
う
ま

で

も

な

く
､

こ

れ

は

全
国
的
市
場
の

成
立
を

暗
示

す
る

も
の

に

他
な
ら

な
い

｡

次
に

問
題
に

な
る

の

は

経
済
主

体
で

あ

る
｡

バ

ー
､

､

､

ン

ガ

ム

=

ブ

ラ

ッ

ク

カ
■ン

ト

リ

地

域
の

金
属
工

業
の

発
展
を

支
え

た
ト

レ

ー

ガ

ー

は

ど

の

よ

ぅ
な

階
層
に

属
す
る

も
の

で

あ
っ

た

ろ

う
か

｡

更
に

彼
ら

の

営
む

経
営
形

態
に

は
ど

の

よ

う
な

特
徴
が

指
摘
せ

ら
れ

る

で

あ

ろ

う
か

｡

こ

れ

ら
の

設

問
に

答
え

よ

う
と

さ

れ

た
の

が

第
四

章
｢

一

八

世
紀
バ

ー
､
､

､

ン

ガ

ム

‖

ブ

ラ
γ

タ

カ

ン

ト

リ

地

域
の

金
属
工

業
の

経
営
形
態
+

に

他
な

ら

な
い

｡

本

章
で

は

著
者
は

､

通

例
大
規

模
経
営
の

例
外
的
な

事
例
と

見
倣
さ

れ
て

い

る

ソ

ホ

製
造

所
､

テ

イ

ラ
ー

製
造

所
な
ど

が
､

実
は

､

バ

ー
､

､

､

ン

ガ

ム

地

域
に

お

け

る

作
業
規
模
が

幾
十

人

に

達
す

る

よ

う
な

中
規
模
マ

ニ

ュ

フ

ァ

射

ク

チ

ャ

の

広
範
な

存
在
に

支
え

ら

れ
､

そ
の

頂
点
に

位
置
し

た

も
の

で

あ

っ

た
こ

と

を

週

刊
新
聞
の

広
告
な

ど
に

依
拠
さ

れ
つ

つ

い

き
い

き

と

抗
争

さ

れ
､

更
に

､

彼
ら

上

層
の

経
営
者
た

ち
が

多
数
の

小

親
方
の

分
解
の

所

産
で

あ

る

こ

と

を

示

し
っ

つ
､

小

生

産
者
の

分
解
の

理

論
を

実
証
せ

ん

と

さ

れ
た

も

の

で

あ

る
｡

と
こ

ろ

で
､

前

章
に

お

い

て

金
属
加
工

業
に

お

け

る

小

生

産
者
分
解
の

様
相
が

実
証
を

経
て

解
明
せ

ら

れ

た

に

も

拘
ら

ず
､

生

産
財
部
門
の

基
軸

た

る

製
鉄

業
に

お
い

て

は
､

そ

の

技
術
的
性
格
か

ら

由
来
す
る

も

の

と

し

て

そ

も

そ

も

初
発
か

ら

大
規
模
な

資
本
制
経
営
と

し
て

営
ま
れ

た

と
い

う

通

説
が

支
配
し

､

｢

小

生

産
者
的
発
展
+

に

対

す
る

強
力
な

実

証

的
批

判

と

な
っ

て

い

る
｡

そ
こ

で

著
者
は

､

次
章
｢

一
八

世
紀
前
半
イ

ギ
リ

ス

製

鉄
業
の

経
営
と

そ

の

企

業
形
態
+

に

お
い

て
､

初
発
か

ら

資
本
制
的
大
経

営
と
し

て

成
立

し

た
こ

と

は

必
ず
し

も

前
記
の

発
展
の

道
を

拒
否
す
る

も

の

で

は

な
い

こ

と

を

実
証
せ

ん

が

た

め
に

か

よ

う
な

企
業
が

如
何
な
る

形

態
に

よ
っ

て

営
ま

れ

た

も
の

で

あ
っ

た

か

を

解
明

さ

れ

る
の

で

あ

る
｡

そ

し

て
､

こ

の

鍵
を

握
る

も
の

は

製
鉄
所
賃
貸
経
営
と
パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

と
い

う
二

つ

の

経
営
方
式
で

あ

り
､

こ

れ
に

よ

り
､

自
己

資
本
だ

け

で

は

経

営
能
力
の

な
い

小

生

産
者
的
経

営
者
が

他
人

資
本
に

依
存
す
る

こ

と

に

ょ
っ

て

大
規
模
資
本
制
的
経
営
を

営
む
こ

と
が

可
能
に

な
っ

た

の

で

あ

る

と

説
明
さ

れ

る
｡

こ

の

場
合
｢

賃
貸
経
営
+

と
は

､

土

地

に

付
属
し

た

形

態
で

の

固
定
資
本
を

地

主
が

用
意
し

そ
れ

を

経
営
者
に

土

地

と

と

も
に

賃

貸
す
る

様
式
を

指
し

､

こ

れ
に

よ

り

経
営
者
の

資

本

負

担
が

減

ぜ

ら

れ

た
｡

同
様
に

パ

ー

ト

ナ
ー

制
も

機
能

･

無
機
能
を

含
む

複
数
の

資
本
提
供

止

-



着
か

ら

資
金
の

提
供
を

得
る
こ

と

に

よ
っ

て

個
人

資
金
で

は
お

お

よ

そ

不

可
能
な

大
規
模
経
営
へ

の

遣
を

開
い

た
の

で

あ
っ

た
｡

最
後
の

第
六

革
｢

一

八

世
紀
前
半
イ

ギ

リ
ス

金
属
工

業
に

お

け

る

保
護

制

度

-
い

わ

ゆ
る

鉄
条
令

-
+

は
､

鉄
を

廻
っ

て

行
な
わ

れ

た

第
一

次

製
品
製
造

業
者
と

加
工

業
者
の

対

立

を

論
じ

た

も
の

で

あ

る
｡

既
述
の

よ

う
に

鉄
を

主
体
と

す
る

生

産
財
産
業
は

一

八

世

紀
前
半
の

イ
ン

グ

ラ

ン

ド

に

お
い

て

マ

ニ

ュ

経
営
の

花
を

咲
か

せ

全
国
的
市
場
形
成
へ

の

胎
動
を

見
せ

始
め
つ

つ

あ
っ

た

の

で

あ

る

が
､

同

産
業
の

内
部
に

お

け

る

二

者
の

利
害
は

必

ず
し

も
一

致
す
る

も

の

で

は

な

か
っ

た
｡

周

知
の

よ

う
に

､

当

時
は

な

お

国
産
の

優
秀
な

棒
鉄
は

加
工

業
者
の

需
要
に

応
じ

き
れ

ず
､

高

い

関
税
を

く

ぐ
っ

て

北
欧
か

ら
の

棒
鉄
輸
入
が

継
続
し
て

い

た
｡

一

方
で

は
､

加
工

業
者
は

関
税
廃
止
に

よ
っ

て

安

価
な

棒
鉄
輸
入
を

強
く

要
請
す

る

と

す
れ

ば
､

他
方
で

は
､

製
鉄

､

就
中

､

精
練
業
者
は

輸
出
禁
止

に

よ

っ

て

国
内

資
源
を

開
発
し

､

基
幹
産
業
が

他

国
に

依
存
す
る

こ

と

の

危
険

性
を

声
を

大
に

し

て

叫
ん

だ
｡

著
者
は
こ

の

よ

う
な

情
況
の

中
で

制
定
さ

れ

た
一

七

五

〇
年
の

｢

鉄
条
令
+

が

見
せ

か

け

は

と

も
か

く
､

実
質
に

お

い

て

製
鉄
業
者
の

要
求
を

入

れ

た

も
の

で

あ

り
､

そ

れ
を

勝
ち

取
る

に

当

り
ブ

ル

ジ

ョ

ア

化
し

た

地

主
層
の

示

し

た

支
援
を

見
逃
す
こ

と

は

出
来
な

評

い

と

強
調
さ

れ
る

の

で

あ

る
｡

( 8 3 ) 書

以

上
が

本
書
各
章
の

骨
子
で

あ

り
､

エ

ピ

ロ

ー

グ
の

､

｢

産

業

革

命
へ

の

展
望
+

に

お
い

て

は
､

か

く
て

全
イ
ン

グ

ラ

ン

ド

的
市
場
の

形
成
を

目

前
に

し
つ

つ

あ
っ

た

金
属
工

業
は

､

既
に

充

分
に

機
械
技
術
の

導
入

に

よ

っ

て

産
業
革
命
の

道
を

薫
進
す
る

前
捷
諸
条
件
が

成
熟
し

っ

つ

あ
っ

た
こ

と

が

強
調
さ

れ
て

繋
が

置
か

れ
て

い

る
｡

中

一

こ

わ

れ

わ
れ

が

評
価
す
る

歴
史
領
域
の

業
績
に

お

い

て

は

二

つ

の

系
列
を

区

別
す
る
こ

と
が

可
能
で

あ

ろ

う
｡

一

つ

は
､

理

論
的
な

構
成
に

お
い

て

一

歩
を

譲
る
が

着
想
が

新
鮮
で

そ
の

新
し
い

視
角
か

ら

史
料
を

駆
使
し

て

学

界
に

問
題
を

按
ず
る

先
駆
作

｡

他
は

､

既
存
の

分
析
視
角
を

引

継
ぎ

実

証
的
密
度
を

格
段
に

高
め

た

ア

カ

デ

ミ

ッ

ク

な

労
作

｡

本
書
は

後
者
に

所

属
す
る

恐
ら

く

最
高
級
の

作
品
と

言
え

よ

う
｡

著
者
の

依
拠
す
る

理

論
は

古
典
学
派
の

分
業
論
で

あ

り
､

更
に

は

そ

れ

を

踏
ま

え
た

大
塚
久
雄
氏
の

｢

局
地

的
市
場
理

論
+

で

あ

る
｡

こ

の

点
特
に

目

新
し
い

も

の

は

何
も

な

い

し
､

理

論
的
発
展
を

意
図
し

た

処
も

読
み

取
れ

な
い

｡

し

か

し

前
記
の

理

論
は

充
分
に

消
化
さ

れ
､

著
者
の

も
の

と

な
っ

て

い

る

よ

う
に

見
受
け

ら

れ

た
｡

加
う

る
に

わ
れ

わ
れ

が

研
究
者
の

着
想
を

評
価
す
る

時
､

分
析
視

角
､

即
ち

理

論
的
着
想
ば

か

り

で

な

く

あ

る

意
図
に

連
合
的
な

史
料
を

掘
り

出

す
と
い

う
､

史
料
的
着
眼
が

重

要
に

な
る

｡

こ

の

点
本
書
に

は

著
者
の

資

質
を

証
明
す
る

に

足
る

史
料
の

利
用
方
法
が

随
所
に

提
示

さ

れ

て

い

る

よ

う
に

み

う
け

ら
れ

た
｡

問
題
の

領
域
に

お

け
る

史
料
が
マ

ニ

ュ

ス

ク

リ
プ

ト

に

至
る

ま
で

丹
念
に

渉
猟
さ

れ

て

い

る

と
い

う
だ

け
で

は

な
い

｡

第
二

革
に

お
い

て

庶
民

院
の

陳
情
書
に

着
眼
し
て

社
会
的
分
業
の

状
態
を

解
明

せ

ん

と
さ

れ

た
の

は
､

若
し
こ

れ

が

著
者
の

オ

リ

ジ

ナ

ル

な

着
想
で

あ

れ

ば
､

そ
の

史
料
に

対

す
る

勘
の

よ

さ

を

端
的
に

示
さ

れ

た

も

の

と

言
え

よ

う
｡

今
ま
で

わ
が

国
で

は

不

当
に

か

え

り

見
ら
れ

る

こ

と

の

な

か
っ

た

鉄

工

業
と
い

う
生

産
財
を

素
材
的
に

対

象
に

選
定
さ

れ

た

の

も

当
時
の

学
界

8 3
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状
況
を

思
う
時

､

著
者
の

姿
勢
は

積
極
的
に

評
価
さ

れ
て

よ
い

の

で

は
あ

る

ま
い

か
｡

更
に

､

本

書
の

各
章
は

そ
の

夫
々

が

各
々

有
機
的
連
関
を

有

し
て

お

り
､

し

か

も

な

お

そ
の

ど

れ

を

取
出
し

て

も

独
立
の

論
稿
と
し

て

高
く

評
価
し

得
る

水
準
に

達
し
て

い

る
｡

本
署
は

今

後
必

ず
や

息
の

長
い

学
問
的
生

命
を

保
持
し

続
け
る

で

あ

ろ

う
｡

三

細
部
に

一

旦

る

論
評
を

本
稿
で

行
な

う
意
図

は

な

い
｡

こ

こ

で

は

唯

一

っ
､

第
五

章
を

対

象
に

利
用
さ

れ

た

史
料
の

解
釈
を

廻
っ

て

別
の

理

解
を

提
出
し
て

稿
を

終
え

た
い

｡

必

ず
し

も

著
者
の

結
論
と

は

無
関
係
で

は

な

い

が

故
で

あ

る

が
､

史
料
自
体
を

検
討
し

得
な

か
っ

た
こ

と

を

付
言
し

て

置
こ

う
｡

問
題
は

A
･

ダ
ー

ビ

ー

に

よ

る

製
鉄
業
の

賃
貸
経
営
に

お

け
る

貸
借
契

約
に

関
し
て

で

あ

る
｡

一

七

一
四

年
に

契
約
を

更
新
し
て

か

ら
ダ

ー

ビ

ー

は

｢

新
高
炉
+

を

自
費
で

建
設
し
､

以

後
そ

れ

は

ダ
ー

ビ

ー

家
の

資
産
目

録
中
に

記
入
さ

れ

て

い

た

の

で

あ

る

が
､

三

四

年
の

契
約
更
新
の

際
に

賃

貸
者
の

所
有
物
件
と

し

て

貸
借
対

象
の

一

つ

に

明

記
せ

ら
れ

て

い

る
｡

著

者
に

よ
れ

ば
こ

の

よ

う
な

例
は

他
に

も

し
ば

し

ば

見
ら

れ

る

と
い

う
｡

著

者
は

､

恐
ら

く
こ

れ

は
､

そ

れ

を

支
持
す
る

史
料
的
根
拠
は

な
い

が
､

地

ヽ

ヽ

ヽ

主
が

そ

れ

を

買
取
り

そ

れ
に

応
じ
て

地

代
の

引
上

げ

を

行
な
っ

た

も
の

と

推
定
し
､

借
地

人

(

‖

経

営

者
)

の

資
金
が

こ

れ
に

よ
っ

て

節
約
せ

し

め
●

ら
れ

､

あ

る
｡

土

地

所
有
者
に

よ
る

エ

業
金
融
の

一

形
態
で

あ

る

と
さ

れ

る

の

で

し

か

し
､

遺
憾
な
が

ら

著
者
の

こ

の

史
料
解
釈
は
イ

ギ

リ

ス

農
業
史
の

通

説
に

照
ら

し
て

見
れ
ば

到
底
支
持
す
る

こ

と

は

出
来
な
い

と
し

か

思
え

朗

な
い

｡

地

主
に

と
っ

て

見
れ

ば
､

固
定
資
本
の

投
下
は
そ

れ

が

農
耕
地

で

あ

ろ

う

と

製
鉄
用
地
で

あ

ろ

う
と

全
く

同
一

で

あ

り
､

当
然
の

こ

と

な

が

ら

借
地

人

が

テ
ナ
ン

ト

と

記
入

さ

れ

て

い

る

よ

う
に

､

こ

こ

に

提
示
さ

れ

た

契
約
書
は

そ
の

形
式
か

ら

考
え

て

も

地

主
･

借
地

農
問
の

借
地

契
約
書

と

同
じ

性
質
の

も

の

と

見
倣
し
て

何
の

不

自
然
も

な

い
｡

と

す
れ

ば
､

こ

れ

は

契
約
更
新
時
に

お

け

る

借
地

人
の

投
下
資
本
補
償
の

問
題
(

借
地

農

に

お

け
る

｢

消
耗
さ

れ

な
い

価
値
+

の

補

償
)

で

あ

る
｡

結
論
的
に

言
っ

ヽ

ヽ

ヽ

て
､

私
は

高
炉
が

無

償
で

地

主
に

帰
属
し

た

も

の

と

見
倣
さ

ざ

る

を

待
な

い
｡

借
地

人

の

投
下

し
た

資
本
が

契
約
期
間
が

切

れ

た

際
に

地

主
に

帰
属

す
る
こ

と

は
､

当
時
の

確
立

さ

れ

た

法
慣
習
で

あ

り
､

だ
か

ら
こ

そ

農
地

に

関
し
て

は

借
地

貞
の

補
償
問
題
が

起
こ

る
の

で

あ
る

｡

更
に

著
者
は

借
地

関
係
の

推
移
を

示

し

た
の

ち
､

｢

注
目

す
べ

き

は
､

エ

業

資
本
家
が

､

極
力
土

地
の

所
有
を

避
け
て

､

作
業
場
設
備
と

同
様

､

可
能
な

限
り
は

土

地

を

賃
借
し
て

経
営
を

続
け
た

と
い

う
事
実
で

あ
る
+

(

p
･

-

缶
)

と

結
論
さ

れ

る

が
､

本
書
の

叙
述
か

ら

私
の

受
け

た

印
象
は

全
く

逆
で

あ

る
｡

ダ
ー

ビ

ー

家
は

一
七

七
六

年
に

一
八

世
紀
初
頭
か

ら

当

時
ま

で

賃
借
し

て

い

た
メ

ド

リ
･

マ

ナ

を

購
入

し
て

同

時
に

土

地

所
有
者

に

な
っ

た
｡

そ
の

間
に

契
約
更
新
は

三

四

年
に

つ

い

で

五
五

年
に

一

度
あ

っ

た
｡

即
ち
ニ

ー

年
借
地
で

あ

る
｡

次
に

再

度
の

二
一

年
借
地
の

期
限
が

切
れ

た

時

彼
は

土

地

を

購
入

し

た

の

で

あ

る
｡

し
か

し
､

一

七

八

〇
年
に

増
設
資
金
調
達
の

必

要
上
マ

ナ

は

売
却
せ

ら

れ

以

後
賃
借
経
営
に

逆
も

ど

り

し
､

一

八

〇
六

年
､

二

七

年
に

契

約
が

更
新
さ

れ

た

が
､

そ

の

後
三

八

年
か

ら

再
度
土

地
の

購
入

が

始
ま

り

四

五

年
に

は

敷
地

の

全

域
に

亘
る

土

中

甘



_
r

地

所
有
者
と

な
っ

た
｡

問
題
な

の

は

次
の

点
で

あ
る

｡

著
者
白
身
も

指
摘
さ

れ

る

よ

う
に

､

産

業
資
本
家
に

と
っ

て

理

論
的
に

は

土
地

所
有
者
に

な

ら

ね

ば

な

ら

な
い

理

(

1
)

由
は

何
一

つ

存
在
し

な
い

｡

そ
れ

に

も

拘
ら

ず
､

彼
が

土

地

所
有
者
に

な

っ

た

と

い

う
事
実
こ

そ

が

重

要
な
の

で

あ
る

｡

著
者
は

｢

工

業

資
本
家
が

極
力
土

地
の

所
有
を

避
け

た
+

と

言
わ

れ
る

が
､

そ

れ

は

土

地

売
買
が

単

に

買
手
の

意
志
に

よ
っ

て

決
ま

る

と

す
る

単
純
す
ぎ
る

想
定
で

あ

ろ

う
｡

若
し

当
マ

ナ

が

こ

の

時
代
に

し

ば

し

ば

観
察
さ

れ

た

よ

う
に

｢

限
嗣

相

続
+

の

認
定
を

受
け

て

い

た

ら

売
手

･

買
手
の

意
志
に

拘
ら

ず
土

地

は

売

却
し

得
な
か
っ

た

!

む
し

ろ

当
時
の

イ

ギ
リ

ス

史
の

教
え

る

所
に

よ

れ

ば
､

土
地
が

売
買
さ

れ

る

か

香
か

は

買
手
(

こ

の

場
合
は

産
業

資
本

家
)

の

意
向
よ

り

も

決
定
的
に

売
手

(

=

地

主
)

の

事
情
に

左

右
さ

れ

た

は

ず

で

あ

る
｡

私
の

推
量
に

従
え

ば
､

恐
ら

く
ダ

ー

ビ

ー

家
は

幾
分
な

り
と

も

資
金
的

な

余
裕
が

出

来
れ

ば

土

地
の

購
入
を

志
し

て

い

た
の

で

あ
っ

た
｡

そ
れ

は

当
時
土

地

所

有
者
に

与
え

ら
れ

た

プ
レ

ス

テ
ィ

ジ

を

別
と

し
て

も
､

三

四

年
の

契
約
更
新
の

際
に

彼
ら

テ
ナ

ン

ト

の

投
下
資
本
が

契
約
期
限
の

到
来

と
と

も

に

補
償
な

く

地

主
の

も
の

と

な

り
､

そ

れ

に

対

し

て

地

代
の

増
額

評

を

要
求
さ

れ

る

(

し

ば

し

ば

同

時

代

人
の

諌

言
の

対

象

と

な
っ

た

よ

う
に

( 8 5 ) 書

地

主
･

借
地

点

間
の

契
約
に

お

い

て

は
こ

れ

が

常
態

で

あ
っ

た
)

と
い

う

事
態
が

､

土
地

購
入

の
一

つ

の

動
機
で

あ
っ

た

と

思
わ

れ

る
｡

し

か

し

彼

の

こ

の

よ

う
な

望
み

も

次
の

契
約
時
に

お
い

て

は

恐

ら

く
地

主
の

承
認
を

得
ら

れ

な
か

っ

た
が

た

め
に

実
現
せ

ず
､

再
度
の

契
約
更
新
を

行
な
っ

た

七

五

年
に

遂
に

達
成
さ

れ
た

と

見
る
べ

き
で

あ

ろ

う
■｡

地

主
に

と

り
マ

ナ

幹

事

一

を

手
離
す

と
い

う
こ

と

は

地

方
的
名
声
の

失
墜
を

意
味
し

た
か

ら

何
ら

か

の

特

別
な

事
情
が

彼
の

側
に

存
在
し

た

も

の

と

思
わ

れ
る

｡

し
か

し

既
述

の

よ

う
に

そ
の

後
数
年
に

し
て

マ

ナ

(

土

地

と

製

鉄

設

備
)

は

資
金
調
達

の

必

要
上

売

却
せ

ら

れ
､

(

こ

の

場

合
で

も
+

買

手

は
パ

ー

ト

ナ

ー

で

あ

る

こ

と

に

注

意
)

そ

れ

以

後
賃
借
経
営
が

行
な

わ

れ

た
｡

に

も

拘
ら

ず
土

地

所
有
者
た

ら

ん

と

す

る

意
志
は

衰
え

る

こ

と

な

く
､

そ
の

後
既
述
の

如

く

再
度
購
入

に

乗
り

出
し

､

遂
に

四
五

年
に

そ

の

意
図
を

達
成
す
る

の

で

あ
る

｡

借
地

農
が

契
約
期
間
中
に

納
屋
や

牛
舎
を

借
地

に

建
設
す
る

｡

こ

れ

は

期
限
が

切
れ

る

と

地

主
の

所
有
物
に

な

り

地

主
の

マ

ナ

の

諸
設
備
に

合
体

し
て

地

代
が

増
額
せ

ら

れ

る
｡

借
地

農
の

改
良
が

地

代
の

増
加
と

な
っ

て

は

ね

返
っ

て

来
る

｡

こ

れ

が
一

八

世
紀
以

降
借
地

権
強
化
の

運

動
が

起
こ

り

来
る

由
縁
で

あ

る
｡

こ

の

場
合

､

こ

れ

が
地

主
に

帰
属
す
る

か

香
か

は

問
題
の

投
資
物
件
が

土

地

に

附
属
し
て

い

る

か

ど

う
か

に

よ
っ

て

決
め

ら

れ
た

｡

製
鉄
や

炭
坑
業
者
の

借
地

契

約
に

も

同
様
の

こ

と

が

言
え

た
の

で

(

2
)

は

な
い

か
｡

高
炉
は

土
地

か

ら

移
動
さ

せ

る

こ

と
が

出
来
な
い

｡

そ
の

た

め

当
然
イ
ン

グ

ラ

ン

ド

の

土

地

法
に

お
い

て

は

地

主
の

所

有
に

帰

属
す

る
｡

こ

れ

は

決
し
て

突
飛
な

想
定
で

は

な
い

｡

一

九

世
紀
中
葉
に

お
い

て

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

さ

え

納
屋
に

取
り

付
け

ら
れ

た

農
機
具
が

地

主
の

所
有
物
と

見
倣
さ

れ

た

と

い

う
事
実
さ

え

記
録
さ

れ

て

い

る
｡

と

す
れ

ば
､

地

主
が

固
定
資
本
の

た

め

の

資
金
を

投
じ
て

賃
貸
経
営
を

借
地

人

に

行
な

わ

し

め
る

と

い

う
こ

と
も

､

こ

の

よ

う
な

経

営
様
式
を

必

然
的
に

生

み

出
さ

ざ

る
を

得
な
い

事

情
が

あ
っ

た
こ

と

が

解
る

で

あ

ろ

う
｡

こ

れ

は

近

代
イ

ギ
リ

ス

経
済
史
を

理

解
す
る

上

で

き

わ

め
て

興
味
あ
る

論
点
で

あ

る

と

思
わ

れ
る

の

で

機
会

朗
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が

あ
れ

ば

別
稿
に

お

い

て

触
れ

た
い

と

思
う

｡

本
書
は

著
者
の

新
制

博
士

論
文
を

主
体
と

し

た

も

の

で

あ

る
｡

今
後
学

界
の

著
者
に

期
待
す
る

所
は

甚
だ

大
き

く
､

又
､

そ
の

期
待
は

必

ず
や

充

分
に

満
た

さ

れ

る

で

あ

ろ

う
こ

と
を

信
じ
て

疑
わ

な
い

｡

雑
駁
な

論
評
に

お

わ

り

恐
縮
で

あ

る

が
､

若
し

著
書
の

意
に

反
し

た

読
み

ち
が

い

が

あ

れ

ば
お

許
し

戴
き

た
い

｡

(

1
)

土

地

自

体
の

値
あ

が

り

を

考

慮
し

た

上
で

の

購

入
は

考

え
ら

れ

な
い

こ

と

ほ

な
い

が
､

産
業

資
本

家

が

自

己
の

エ

場
敷
地

の

値
あ

が

り

を

見

込

ん

で

土

地

所

有

者
と

な

る

こ

と

は

決

し
て

常

態
で

は

な
い

甜

で

あ

ろ

う
｡

(

2
)

も
っ

と
も

こ

の

よ

う
な

事

態
が

常

態

と

し
て

何

時
ま

で

も

続
い

た

わ

け
で

は
な

い

で

あ

ろ

う
｡

こ

れ

は

非

常
に

難
し
い

問

題

で

あ

る

が
､

と

り

あ

え

ず
最
も

信

顧
の

置

け

る

書

物

と

し
て

ロ

ワ
U

亡
○
口

打
､

→
F
e

P
P

β

d

J
p

弓
∽
.

(

-

∞

ま
)

を

あ

げ
て

お

こ

う
｡

(

一

橋

大

学

講

師
)

ギー

叫




