
一 橋論叢 尭 四十 六 巷 ･ 第四 号 ( 3 6 )

･ ‖ … ･
･

仙 ‖ ･ …
･ ･

t ･ ･･ ･ ･･ … ･･･ l･ 州 ‖･ … 州 M ”･ ･
･･ n ･ ･ ･ -･

･ ･ ‥･ ･ ･･ 基本文献解題

W .
1 V .

R o st o w ;

T b e S t a g e s o r E c o n o m i c
‾
G r o ､ V t h

,

A N o n
- C o m m 11 ni st M a nif e st o

,

C a m b ri d g e a t l血 e tT n i v e r si t y P r e s s ･

L o n d o n
,

1 9 6 0
, p p . X I I ＋1 7 9 .

坂 本 二 郎

Il l ‖l 仙 川l
= ■

l
l 川1 ■■

りl 川Il l ‖ 】‖† l1 11 11
■ 一

■
l 一‖l l l 山 川†●l

l l . ‖!
■
一 I l ll 川 ‖ l 仙 ･ ‖ † ll - ･川

一

叫

最
初
に

､

第
一

章

第
二

意
丁

第
三

草

第
四

草

第
五

章

.1

t

＼

.

一

三

つ

の

部
分

こ

の

書
物
の

目

次

を

示

す
｡

序
論

五

つ

の

成

長
段
階

-
そ

の

要
約

離
陸
の

先

行
条
件

離
陸

成
熟
へ

の

前
進

3 才β

第
六

章

高
度
大
衆
消

費
時
代

第
七

草

ロ

シ

ア

の

成
長
と
ア

メ

リ

カ

の

成
長

第
八

草

相
対

的
に

み

た

成
長
段
階
と

侵
略

第
九

章

相
対

的
に

み

た

成
長
段
階
と

平

和
問
題

第
十

章

マ

ル

ク

ス

主

義
･

共

産
主

義
お

よ

び

成

長
段
階
説

こ

の

目

次
を

手

懸
り

と

し
て

､

わ

れ

わ
れ

虹
こ

の

書
物
の

全

体

を

や

や

性
稗
の

異
る

三

つ

の

部
分

に

分

解

す
る

こ

と

が

出
来
る

｡

第
一

の

部
分
は

､

ま

え

が

き

と

第
一

章
､

第
二

章
と

第
十

章
の

一

部
と
か

ら

成
っ

て

い

る
｡

第
二

の

部
分

は
､

第
三

革
か

ら

第
六

革
ま
で

で

あ

り
､

第
三

の

部
分
は

､

第
七

草
､

第
八

草
､

第
九

章

と

第
十

章
の

一

部
と

か

ら

成
っ

て

い

る
｡

第
一

の

部
分
は

､

本
書
で

提
示
さ

れ

た

経

済
成
長
段
階

説
が

出
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来
上

る

ま
で

の

経
緯

､

経

済
成

長
段
階
説
の

ね

ら
い

､

と

い

っ

た

も
の

を

主
た

る

内
容
と

す
る

(

そ

の

外
､

五
つ

の

成

長
段

階
の

要

約

を

も

含
む
)

｡

従
っ

て
､

｢

方

法
論
+

的
な

性
格
の

部
分

で

あ

る

と

い

え

る
｡

第
二

の

部
分

は
､

第
一

段
階
の

伝
統
社
会
(

そ

れ
に

つ

い

て

の

説

明
は

第
一

の

部

分

に
､

五

段

階
の

要
約
の

形

で

含
ま

れ

て

い

る
)

を

除

い

て
､

簸
り
の

四
つ

の

段

階
の

各
々

に

つ

い

て

の

説
明

を

主

た

る

内
容
と

し

な
が

ら
､

経
済
成
長
段
階
の

歴
史
的
な

裏
付
け

を

行
っ

て

い

る
｡

従
っ

て
､

｢

歴
史
理

論
+

的
な

性
椅
を

も
っ

て

い

る

と

い

っ

て

よ

い
｡

第
三

の

部
分

は
､

応
用
の

部
分
で

あ

る
｡

時
代
が

現

在
の

経

済

学
者
に

新
し
い

解
答
を

要
求
し
て

い

る

挑
戦
的
な

幾
つ

か

の

基
本

問
題
に

真
正

面
か

ら

と

り

組
ん

で
､

旧
い

通

説
と

異
る

新
し
い

常

識
を

大
胆
に

提
示

し
ょ

}

㌢

と

し

た

部

分
で

あ

る
｡

無
論

､

そ

の

理

論
的
な

基
礎
と

し
て

､

新
し
い

方

法

論
と

新
し
い

歴
史
理

論
的
解

明
に

よ

っ

て

確
立

さ

れ

た

彼
独

自
の

経

済
成

長
段
階
説
が

用
い

ら

れ

て

い

る

こ

と

は
､

い

う
ま
で

も

な
い

｡

ロ

ス

ト

ウ

が

と

り

組
ん

だ

基
本

問
題
は

､

次
の

四
つ

で

あ

る
｡

(

一

)

ロ

シ

ア

と

ア

メ

リ

カ

と
の

経
済
成
長
率
の

違
い

を

ど

う

解
釈
し

､

そ

れ

に

ど

う

対

処

す
る

か

と
い

う
問
題

､

(

二
)

帝
国
主

義
と

そ

れ

に

基

く

と

い

わ

れ

る

戦
争
の

原

因
に

つ

い

て
､

レ

ー

ニ

ン

と

異
る

解
明
を

与
え

る

と
い

う

問
題

､

(

三
)

核
兵
器

と

植
民
地

独
立
の

時
代
に

お

け

る

平
和
の

実
現

に

つ

い

て
､

積
極
的

な

処
方

箋
を

示

す
と

い

う

問

題
､

(

四
)

マ

ル

ク

ス

主

義
と

共

産
主

義
の

現

在
と

将

来
に

つ

い

て
､

い

か

に

考
え
い

か

に

対

処

す
る

か

と

い

う

問
題

､

で

あ

る
｡

何
れ

も
､

ア

メ

リ

カ

に

と
っ

て
､

西

欧
諸

国
に

と
っ

て
､

そ

し
て

世

界
全

体
に

と
っ

て
､

現
在
の

最
も

大
き

く

緊
急
な

る

基
本

問
題

で

あ

る
｡

こ

の

第
三

の

部
分

は
､

｢

政

策
理

論
+

的
な

性

格

せ

も

っ

て

い

る

と

い

っ

て

よ

い
｡

第
一

の

方

法
論
的
な

部
分
で

は
､

ロ

ス

ト

ウ

は
､

唯
物

史
観
と

経
済
理

論
と

経
済
発

展
段
階
説
と

を

主

要
な

支

柱
と

す
る

マ

ル

ク

ス

経
済
学
の

成

長
理

論
に

対

し
､

ま
た

古
典
学
派
と

新
古

典
学
派

オ

ー

ソ

F
ク

ツ

イ

と

ケ

イ

ン

ズ

派
と

を

含
む

広
い

意
味
で

の

正

統
派
の

成

長
理

論
に

対

し
､

｢

社
会
経
済
学
的

接
近
+

や

｢

制
度
学
派
的
な

現

実

理

論
+

や

｢

新
し
い

政

治

経

済
学
+

と
い

わ

れ

る

諾

傾
向

を

集
約
し

代
表

し
っ

つ
､

方

法
論
的
な

批
判
を

加
え

て

い

る
｡

と

共
芯

､

多
く
の

先

駆
者
の

諾

理

論
を

折
衷
し

再
編
成
し

っ

つ
､

自
ら
の

｢

新

し
い

発
展
の

経
済
学
+

の

基
本

的
な

輪

郭
を

示

し
て

い

る
｡

第
二

の

歴
史
理

論
的
な

部
分
で

は
､

ロ

ス

ト

ウ

は
､

近

代

史
､

▲7

特
に

近

代
経
済
史
と

近

代
社

会
史
に

関
し

て
､

新
し
い

理

論
の

眼

3 4
〆.

J
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を

通

し
て

歴
史
を

再

整
理
し
っ

つ
､

近

代

化
の

よ

り
一

般
的
な

理

論
を

確
立

す
る

こ

と

に

つ

と

め

て

い

る
｡

第
三

の

政

策
理

論
的
な

部
分
で

は
､

ロ

ス

ト

ウ

は
､

対

外

関

係

の

諸

問
題
に

つ

い

て

の

ア

メ

リ

カ

民

主

党
の

最
高
ブ

レ

ー

ン

の

⊥

人
と

し

て
､

現

在
世

界
の

基
本
問
題
に

関
し

て

共

和
党
の

そ

れ

よ

り

も

や

や

リ
ベ

ラ

ル

な

新
路
線
を

打
ち

出
し

て

い

る
｡

そ

し
て

､

本
書
執
筆
後

､

ロ

ス

ト

ウ

が

ケ

ネ

デ
ィ

大
統

領
の

最
高
顧

問
の

一

人
と

し
て

ホ

ワ

イ

ト
･

ハ

ウ

ス

に

入

り
､

自
分
の

学

説
を

世

界
の

現
実

政

治
に

反
映
せ

し

め
る

点
で

最
も

大

き

な

影
響
力

を

も
つ

経

済
学
者
の

一

人

と

な
っ

た

の

で
. ､

こ

の

書
物
の

こ

の

部
分
は

､

そ

れ

が

初
め
て

書
か

れ

た

時
よ

り

も

な
お

一

層
重

要

な

実
践
的
意
味

を

も
つ

に

至
っ

て

い

る
｡

こ

の

よ

う
に

､

本
書
は

､

三

人
の

ロ

ス

ト

ウ

の

共

同

執
筆
と
い

ぅ
形
で

書
か

れ
､

従
･

つ

て
､

三

つ

の

顔
を

も
っ

て

い

る
｡

三

つ

の

部
分
の

各
々

の

仕
事
に

つ

い

て
､

ロ

ス

ト

ウ

は
､

現

代

の

経
済
学
界
で

層
長

の

能
力

と

最
大
の

実
績
を

示

し

た

人

と
は

い

え

な
い

で

あ

ろ

う
｡

各
々

の

仕
事
に

つ

い

て

は
､

ロ

ス

ト

ウ

よ

り

も

す
ぐ

れ

た

専
門
経

済
学
者
を

数
え

上

げ

る

こ

と

が

出
来
る

で

あ

ろ

う
｡

け
れ

ど
も

､

こ

の

三

つ

の

仕
事
を

､

ほ

ぼ

同

じ

能
力
の

水

準
で

遂

行
し

う
る

経

済
学
者
は

､

か

な

り

稀
で

あ

る

し
､

こ

の

三

つ

の

仕
事
を

有
機
的
に

結
び

つ

け
て

一

つ

の

迫
力
あ

る

生

き

も
の

始
り

J

に

ま

で

創
り

上

げ

る

こ

と
が

出
来
る

経
所
学

者
は

さ

ら
に

稀
で

あ

ろ

う
｡

こ

こ

に

汀

ス

ト

ウ

の

長
所
が

あ

る

と

思

う
｡

そ

し
て

こ

こ

に
､

こ

の

書
物
が

通

俗
的
な

成
功
を

か

ち

え

て
､

イ

ギ

リ

ス

の

｢

エ

コ

ノ
､
､

､

ス

ト
+

に

よ

り
､

戦
後
最
も

刺
戟
的
な

書
物
土

い

っ

た

主

旨
の

評
価
を

受
け
た

所
以

が

あ

ろ

う
｡

し
か

し
､

本

書
を

支
え

て

い

る

三

本
の

支
柱
の

一

本
一

本
に

つ

い

て

や

や

立
入
っ

て

検
討
し

て

み

る

と
､

な

お

多
く

の

補

強
さ

れ
､

仕
上

げ
を

ほ

ど
こ

さ

る
べ

き

余
地
が

残
さ

れ

て

い

る
｡

人
々

が
､

こ

の

書

物
か

ら

受
け

と

る

印
象
は
+

そ

の

人

自

身
の

｢

も
っ

て

い

る

も
の
+

に

よ

っ

て

か

な
り

ニ

ュ

ア

ン

ス

が

異
る

で

あ

ろ

う
｡

と

同
時
に

､

こ

の

書
物
に

対
し

て

注

釈
や

批

判
を

加

え

ん

と

す
る

際
に

も
､

経
済
理

論
家
と

歴
史

家
止

外

交
問
題
専
門

濠

と
で

は
､

各
々

攻

め
る

重

点
が

違
い

う
る

で

あ

ろ

う
｡

こ

こ

で

は
､

私
は

､

私

自
身
が

今
迄
に

や
っ

て

来
た

こ

と

や

ま

(

1
)

た

こ

れ

か

ら

や

ろ

う

と

し
て

い

る

こ

と
に

鑑
み

て
､

第
一

の

方

法

論
的
部
分
を

中

心

に
､

こ

の
.
書
物
を

と

り
上

げ
､

そ

の

基

本
内

容

を

紹

介
し

､

そ

れ

に

註

釈
を

加
え

た
い

と

思
っ

て

い

る
｡

第
二

の

(

2
)

歴

史
理

論
的
部
分
に

つ

い

て

は
､

別
の

機
会
に

譲
り

た

い
｡

第
三

の

政

策
理

論
的
部
分
に

つ

い

て

は
､

既
に

邦

訳

が

出
て

い

る

の
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で
､

そ

れ

を

熟
読
す
る

こ

と

に

ょ

り
､

読

者
自
ら
が

自

分
の

問
題

と

し
て

考
え

て

ほ

し
い

(

木

村

健

康
､

久

保

ま

ち

子
､

村
上

泰
売
共

訳

『

経

済

成

長
の

諸

段

階
』

ダ

イ
ヤ

モ

ン

ド

社
､

昭

和
三

六

年

六

月

刊
)

｡

私

も
､

引

用
は

邦
訳
か

ら
さ

せ

て

頂
く

｡

訳
語
も

､

出

来
る

限

り
､

邦
訳
の

そ

れ

に

従

う
こ

と

に

す
る

｡

(

1
)

こ

こ

で

ロ

ス

ト

ウ

の

本

書

を

註

釈

す
る

私

自

身
の

立

場
､

問
題

意
識

､

志

向

方

向

等
に

つ

い

て

は
､

次
の

三

つ

の

も

の

を

参

照
し

て

頂
け

れ
ば

善

い

で

あ

る
｡

｢

経

済
発

展
の

基

礎
論
に

関

す

る

覚

書
+

一

橋
大

学
一

橋
学

会

編

『

経

済

学

研
究
』

第

四

号
､

一

九

六

〇

年
｡

｢

後
進

国

開

発

理

論
の

文

献
と

動
向
+

国

際
経

済

学

会

席

『

国

際

経

済
』

第
十
二

号
､

一

九

六
一

年
｡

『

低
開
発

国

開
発

理

論

の

系

譜
』

ア

ジ

ア

経

済
研

究
所

､

一

九

六
一

年

近

刊
｡

私
は

､

こ

の

三

つ

の

も

の

を

下

敷
と

し

な

が

ら
､

こ

こ

で

の

諸

論
を

展
開
し

て

い

る

の

で

あ

る
｡

(

1
)

本

書
の

歴

史
理

論

的
部

分

に

つ

い

て

の

註

釈
や

展
開
に

つ

い

て

は

私

は

別
の

二

つ

の

論

文
を

用

意
し

て

い

る

の

で
､

そ

の

方
に

譲
り

た
い

｡

｢

経

済

成

長
の

基

本

問
題
+

篠
原

他

編

『

近

代

経

済
学

講
座
』

第

四

巻
『

成

長
と

循
環
』

第
一

章
､

有
斐
閣

､

一

九

六
一

年
｡

｢

日

本

経

済
の

再

評

価
+

｢

一

橋
論
叢
+

次

号
に

予

定
｡

二

裸
の

骨
格

方

法

論
的

部
分
に

視
野
を

限
定

す

壇
別

に
､

思
い

切
り

簡
単
に

本

書
の

裸
.の

骨
希
だ

け

を

記
し
て

お

こ

う
｡

第 1 表 5 段 階 の 定 義

構造 の 高度化 ! 主 体 的 態 度 の 変化規 模 の 拡 大

＼

､､､＼空怒ぢ詣蓋l

＼経書斉成 長
の 5 段 階
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ロ

ス

ト

ウ

は
､

前
近

代
か

ら
近

代

史
全

般
に

か

け
て

の

約
二
ノ

0

0

年
位
の

期
間
を

対

象
に

､

経
済
成
長
の

段
階
を
五

.つ
に

区

分

す

る

(

第
一

.
表

を

見

よ
)

｡

そ

し
て

､

こ

の

五

つ

の

段
階

､

特
に

離
陸

期
以

後
の

三

つ

の

段

階
を

､

主

要
な

国
が

い

つ

経

過
し

た

か

を

図

解
的
に

示
し

た

の

が

次
の

第
一

図
で

あ

る
｡

幕 1 国 主 要 な国 に つ い て の経 済

成 長 段階 の 図 解

60

イ ギリス

7 フ ン ス

ア メ リカ

ド イ ツ

ス ウ ェ ー
デン

日 本

ロ シ ア

カ ナ ダ

オース ト
ラ リア

ト ル コ

ア ル ゼ ン

チン

メ キ シ コ

中 国

イ ン ド

6 0 8 0 19 0 0 2 0 4 0

㊥

⑥

㊦

(9

(う

4 017 801 800 2 0

⊂二〉 馳 陸･

㊦ 成 熟

図 高度大衆脂ぎセ

こ

の

第
一

表
と

第
一

図
と

が
､

ロ

ス

ト

ウ

の

経

済
成
長
段
階

説

の

骨
希
を

な

す
部
分
で

あ

る
｡

.

こ

れ

に

対
し
て

､

歴
史
家
的
な

観
点
か

ら

段
階
区

分
の

日

付
に

対

し
て

異
論
を

唱
え

る

こ

と

も

出
来
る
(

例

え

ば
ベ

リ

ル

)

｡

ま

た
､

こ

れ

と

結
び

つ

け

ら

れ

て

い

る
｡

ス

ト

ウ

の

社

会
学
や

価
値
判
断

謝

に

対

し
て

反

論
を

提
示

す
る

こ

と

も

出
来
よ

う
い

け
れ

ど

も
､

こ

こ

で

は
､

私
は

､

こ

の

段
階
論
と

結
び

つ

け

ら

れ

て

い

る

ロ

ス

ト

ウ

の

｢

新
し
い

発
展
の

経

済
学
+

の

方

法
論

･

基
礎
論
に

視
野
を

限

定
し

た

い
｡

そ

し
て

､

そ

れ

が

い

か

な
る

点

で
､

旧
い

成

長
の

経
済
学
と

異
っ

て

い

る

か
､

そ
れ

は

新
し
い

発

展
の

経

済
学
の

先

駆
的

な

諸
理

論
を

い

か

な
る

形
で

折
衷
し
て

い

る

か
､

と
い

っ

た

点
を

中
心

に
､

本

書
の

文

献
解
題
を

試
み

た

い

と

思
っ

て

い

る
｡

三

二

つ

の

ね

ら
い

本

書
で

提
示

さ

れ

た

経
済
成
長
段
階

説
の

ね

ら
い

は

何
か

｡

デ

ー

の

間
の

と

ら
え

方
に

よ
っ

て

幾
つ

か

の

答
え
が

用

意
さ

れ

う
る

｡

最
も

広
く
か

つ

根
本

的
に

は
､

ロ

ス

ト

ウ

が

追
求
し

続
け

た
二

つ

の

主

題
､

す

な

わ

ち
､

｢

近

代

経

済
理

論
を

経

済
史
に

応
用

す
る
+

こ

と

と

｢

社

会
全

体
の

中
に

お

い

て

経

済
的
な

諸
カ

を

社

会
的

政

治
的

な

諸

力
と

関

係
づ

け
る
+

こ

と

に

つ

い

て
､

経
済
成
長
段
階

説
と

い

う

形
で

答
え
を

出
す
こ

と

で

あ

ろ

う
｡

つ

ま

り
､

前
者
で

は
､

経
済
理

論
と

経

済
史
と
の

結
合
お

よ

び

経
済
理

論
と

比

較
統

計

的

研

究
と
の

結
合

､

後
者
で

は
､

経
済
学
と

社

会
学

､

経
済
学

ノ
〉

済
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と

政

治

学
と

の

統
合

､

と
い

っ

た

永
遠
の

問
題
に

対

し
て

､

ロ

ス

ト

ウ

は
､

経

済
成
長
段
階
説

と
い

う

武
器
を

踏
み

台
に

し

て
､

自

分
な
り
.
に

一

つ

の

答
え

を

出
し
て

み

よ

う
と

し

て

い

る

の

だ
､

と

い

っ

て

よ
い

で

あ

ろ

う
｡

そ

れ

で

は
､

も

う
少
し

焦
点

を

し

ぼ
っ

て
､

ロ

ス

ト

ウ

の

経

済

成
長
段
階
説
が

と

り

組
も

う
と

し

て

い

る

具
体
的

な

問
題
点
は

､

い

か

な

る

も
の

か
｡

そ

れ

は
､

ロ

ス

ト

ウ

自

身
に

答
え
て

も

ら
お

う
｡

日

く
､

｢

伝
統
的
な

農
業
社

会
は

い

か

な
る

衝
撃
の

下
に

そ

の

近

代

化

の

過

程
を

開
始
し

た

か
｡

い

つ
､

そ

し
て

ど

の

よ

う
に

し

て

規
則

的
成
長
が

各
社

会
の

特
徴
と

し
て

組
み

込

ま

れ

る

に

い

た
っ

た

か
｡

ど
の

よ

う

な

力
が

持
続
的
成

長
の

過

程
を

推
進
し

､

そ
の

輪

郭
を

定

め

た

か
｡

成

長
過

程
が

各
社
会
に

共

通

し

た

社

会
的

･

政

治
的
特
徴
と

し
て

ど
の

よ

う
な
も

の

が

各
段

階
に

お

い

て

認

め

ら

れ

る

か
｡

そ

し

て

各
社

会
に

共

通

し
た

社
会

的
･

政

治
的

特
徴
と

し
て

ど
の

よ

う
な

も
の

が

各
段
階
に

お

い

て

認
め

ら

れ

る

か
｡

そ

し
て

各
社

会
の

独

自
性
が

各
段
階
に

お

い

て

ど
の

よ

う
な

方
向

に

自
己

表
現

を

行
な
っ

た

か
｡

先

進
地

域
と

低
開
発
地

域
と

の

関
係

は

ど
の

よ

う

な

カ
に

よ
っ

て

決
定
さ

れ

て

き

た

か
｡

そ

し
て

成

長

lい

の

継
起
の

相
対

関
係
が

戦
争
の

勃
発
に

対
し

て

な

ん

ら
か

の

関
係

を

も
っ

た

と

す
れ

ば
､

そ

れ

は

ど
の

よ

う

な
も

の

で

あ
っ

た
か

｡

そ

し
て

最
後
に

､

複
利
的
関
係
は

わ

れ

わ

れ

を

ど
こ

へ

連
れ

て

い

こ

う

と

し
て

い

る

の

か
｡

わ

れ

わ

れ

を

共

産
主

義
へ

と

連
れ

て

い

こ

う
と

し

て

い

る

の

か
｡

あ

る

い

は

社

会
的

間
接
資
本
に

よ
っ

て

快
適
に

仕
上

げ

ら

れ

た

豊
か

な

郊

外
へ

か
､

破

壊
へ

か
､

月
へ

か
｡

さ

も

な
く

ば
､

い

っ

た

い

ど
こ

へ

連
れ

て

い

く
の

か
｡

成
長

段
階

説
は

こ

れ

ら
の

問
題
を

取
り

扱
う
よ

う
に

つ

く

ら

れ

て

い

る
+

(

邦

訳
四

-
五

頁
､

以

下

同
じ
)

と
｡

こ

う
い

う

問
題
を

心

に

抱
い

て
､

広
い

視

野
か

ら
､

世

界
各
国

の

近

代
史
を

比

較
検
討
し

て

み

る

時
､

二

つ

の

こ

と
が

浮
び

上
っ

て

来
る

｡

第
一

は
､

各

国
の

近

代
史
の

間
に

､

あ

る

種
の

共

通
の

様

相
が

看
取
さ

れ

る
､

と
い

う
こ

と
で

あ

る
｡

若
干
の

例
を

あ

げ

よ

う
｡

(

一

)

前
近

代
的
な

長

期
停
滞
の

後
で

､

近

代
的
な

急

成
長
に

転
ず
る

｡

(

二
)

近

代
過

程
だ

け
に

つ

い

て

み

る

と
､

経

済
成

長
を

と

ら

え

る

各
指
標
の

成

長
率
は

､

前
半
高
く

後
半

低
い

と
い

う

超
長

期

的
な

屈
折
を

示

す
｡

(

三
)

近

代

過

程
に

入

る

と
､

人
口

成
長
率
よ

り

も

生

産
力

成

長
率
の

方
が

決
定

的
に

上

廻

る

時
期
に

遭
遇
す
る

｡

3 5 1
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択
一

的

な

態
度
を

と

ら

ず
､

類
型

論
を

基

礎
と

す

る

多
元

的

近

代

化
の

理

論
を

､

段
階
論
と

重

ね

合
わ

せ

て

用

い

る

こ

と

に

よ
っ

て
､

両

者
を

豊
か

な

結
婚
に

導
こ

う
と

す
る

｡

か

く
し
て

､

ロ

ス

ト

ウ

の

経

済
成
長

段

階

説

は
､

｢

近

代
化
の

継
起
に

お

け

る
一

様
性
ば

か

り
で

は

な

く

ー
そ

れ

と

同

程
度
に

ー
各
国
の

経
験
の

独

自
性
を

も

ま

た

劇
的
な

形
で

示

す
+

と
い

う
二

重

の

ね

ら
い

を

も
っ

て
､

作
ら

れ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

段
階

論
に

よ

っ

て

独

自

性
を

示

す
と
い

う
の

は
､

逆
説
的
に

聞
え

る

か

も

し

れ

な
い

｡

が
､

段
階
と
い

う
形

で

ま

ず
共

通

性
を
つ

か

み
､

そ

れ

を

下

敷
に

す
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

そ

れ

が

な
い

場
合
よ

り

も

は

る

か

に

輪
郭
と

焦
点
と

を

は
っ

き

り

さ

せ

て
､

各
国
の

近

代

化

の

特
殊

性
を
パ

タ

ー

ン

の

形
で

し
っ

か

り

と

把
捉
し

う
る

､

と

い

う
と
こ

ろ
に

､

ロ

ス

ト

ケ

の

凝
済
成
長
段

階

説
の

ね

ら

い

が

あ

り
､

ま

た

メ

リ

ッ

ト

が

あ
る

｡

四

そ
の

叫

マ

ル

ク

ス

成

長
理

論
批

判

こ

の

ね

ら
い

を

達
成

す
る

た

め
に

､

ロ

ス

ト

ウ

は
､

二

つ

の

成

長
理

論
を

批
判

し

な

け
れ

ば

な

ら
な
い

｡

一

つ

は
､

マ

ル

ク

ス

の

そ

れ

で

あ

り
､

今
一

つ

は
正

統
派
の

そ

れ

で

あ

る
｡

不

思
議
に

思

わ

れ

る

か
■
も

し

れ

な
い

が
､

両

者
に

は
､

ロ

ス

ト

ウ

の

立

場
か

ら

見
る

と
､

共

通
の

方

法
論
的
弱
点

が

少
な

く

な
い

の

で

あ

る
｡

ロ

ス

ト

ウ

は
､

ま

ず
近

代

史
に

関
す
る

マ

ル

ク

ス

の

成
長
理

論

(

そ

れ

も

そ
の

重

要
な

一

支

柱
と
し

て

経

済

成

長

段

階

説

を

含

ん

で

い

た
)

と

自
ら
の

経
済
成
長
理

論
と
の

共

通

性
を

明

ら

か

に

す
る

こ

と

か

ら

始
め

る
｡

｢

第
一

､

両

者
と

も
､

経
済
的
に

展
望
し
た

場
合
に

､

全

体

と

し
て

社
会
が

ど
の

よ

う
に

展
開
す
る

か

と

い

う
こ

と

に

つ

い

て

あ

見
解
で

あ

る
｡

…

第
二

､

両

者
と

も
､

経
済
的
変
革
が

社

会
的

･

政

治
的

･

文

化

的
影
響
を

及
ぼ

す
と
い

う
事
実
を

受
け

入

れ

て

い

る
｡

･

第
三

､

ノ
両

者
と

も
､

グ

ル

ー

プ

お

よ

び

階
殻
が

政

治

的
･

社

会

的
過

樫
の

中
に

も
っ

て

い

る

利
害
は

経
済
的

利
害
と

結
び

つ

い

て

い

る

と
い

う
こ

と

を

事
実
と

し
て

認
め

よ

う

と

す
る

｡

･

第
四

､

両

者
と

も
､

経
済
的
利
害
が

あ

る

種
の

戦
争
を

惹
き

起

す
よ

う
な

環
境
を

つ

く
り

出
す
の

を

授
け

る

と

い

う
こ

と

を

事
実

と

し
て

認
め
る

｡

･

第
五

､

両

者
と

も
､

究
極
に

お

い

て

は

真
の

富
裕

-
マ

ル

ク

ス

の

名

言
に

よ

れ

ば

『

労
働
が

そ

れ

自
体
と

し
て

生

活
の

第
一

の

欲

求
と

な
っ

た
』

と
き

-
と
い

う
到
達
点

な
い

し

は

問
題
を

提

起
す
る

｡

…

3 占3
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∧

･1意

第
六

､

経
済
学
的
技
術
の

観
点
か

ら
い

え

ば
､

両

者
と

も

成
長

過

寒
の

部
門
別

分

析
に

基

礎
を

お

く
｡

…

…
+

(

一

九

九

卜
二

〇

〇

頁
)

こ

の

共

通

性
を

認
め
た

上

で
､

ロ

ス

ト

ウ

は
､

両

者
の

相
違
点

に

つ

い

て

語
る

｡

こ

の

方
が

重

要
で

あ

る
｡

第
一

､

経
済
成
長
段
階
の

｢

形
態
学
+

的

区

分
の

仕
方
に

違
い

が

あ

る
｡

両

者
と

も
､

前
近

代
か

ら

近

代
へ

､

さ

ら
に

近

代
を

超

え

る

も
の

ま
で

を

含
め
て

近

代
的

経
済
成
長
を

中

心

と

す
る

超
長

期
吋
な

過

程
を

幾
つ

か

の

段
階
に

分
つ

も
の

で

あ
る

が
､

段
階
区

分
の

基
準
や

目

盛
の

打
ち

方
に

相

違
が

居
る

｡

両

者
を

無
理
に

も

対

応
さ

せ

る

べ

く

並
べ

て

み

る

と
､

次
の

如

く

な
る

で

あ

ろ

う
｡

三三l三ニ

芸歪l表芸
商
業

資
本

主

義

矧

矧
封
何

重

億

期

産
業
督
ハ

本
主

義

離
陸

期

両

駅
の

柚

表
轟
鮎

鳳

萄
期

費

共
産

主

義矧

こ

の

違
い

は
､

実
は

､

以

下
に

述
べ

る

マ

ル

ク

ス

と
ロ

ス

ト

ウ

の

経
済
成

長
理

論
の

部
分

支

柱
に

お

け
る

色
々

な

相
違
を

集
約
的

に

表
現
し

た

も
の

と
い

え

よ

う
｡

そ

の

段
階

区

分
の

基
礎
に

び

め

ら
れ

て

い

る

経
済
成

長
の

定

義
と

し
て
+

マ

ル

ク

ス

は
､

恐
ら

く

｢

物
的
生

産
高
の

継
続
的
増
大
+

を

あ

げ
て

い

た

で

あ

ろ

う
｡

一

方
､

ロ

ス

ト

ウ

の

経
済
成

長
の

定
義
は

如
何

｡

こ

こ

で

わ

れ

わ

れ

は

直
ち
に

ロ

ス

ト

ウ

の

折
衷
的
態
度
に

ぶ

つ

か

る
｡

こ

の

書
物
の

中
に

､

経

済
成
長
に

つ

い

て

の
一

つ

の

定
義
は

な
い

｡

多
く
の

定

義
が

複
合
的
に

用
い

ら

れ

て

い

る
｡

最
も

集
約
的

･

包
括
的
に

い

え

ば
､

経
済
成
長
と
は

､

段
階
の

推
移
で

あ

る
､

と

い

え

る

が
､

段
階
区

分
の

基
礎
に

び

め

ら

れ

て

い

る

経
済
成
長
の

定
義
ほ

､

ロ

ス

ト

ウ

の

場
合

､

次
の

三

つ

の

複
合
で

あ
る

｡

(

1
)

経
済
成
長
と

は
､

一

人

当
り

実
質
所

得
の

継
続
的

拡

大

で

あ
る

｡

.
(

2
)

経
済
成
長
と

は
､

産
業
構
造
の

高
度
化
で

あ

る
｡

(

3
)

経
済
成
長
と

は
､

諸

性
向
の

変
化
に

反
映

さ

れ

て

い

る

主

体

的
態
度
の

質
的
な

変
化
で

あ
る

｡

従
っ

て
､

経

済
成

長
の

段
階
推
移
を

ほ

か

る

基

準
も

､

か

な

り

多
く
の

も
の

が

併
用
さ

れ

て

い

る
｡

(

1
)

技
術
水

準
↓
生

産
性
の

高
さ

1
一

人

当
り

所
得

(

2
)

経

済
圏
の

広
さ

3 ∂≠

(

3
)

(

4
)

(

5
)

(

6
)

(

7
)

貯
蓄
率

･

投
資
率

第
一

次
､

第
二

次
､

第
三

次

産
業
の

人

口
･

所
得
構
成

主

導
部
門
の

変
還

消
費
性
向
を

含
む

諸

性
向
の

変
化

社
会

的

据
動

性

ノ
叩



(
1
4 5 ) 基 本文 献解 題

人
8
)

価
値
体

系
(

時

代

精
神
)

等
々

で

あ

る
｡

し
か

も
､

こ

れ

ら

が

終
始

一

女
し
て

用
い

ら
れ

て

い

る

わ

け
で

な

く
､

適
当

な

場
合
で

適
宜
に

用
い

ら
れ

て

い

る
｡

こ

れ

ら

す
べ

て

の

基
準
を

加
重

平
均
し

て

経
済
成
長
の

一

つ

の

綜
合
指
標
を

作

る

試
み

は

な
さ

れ

て

い

な
い

｡

従
っ

て
､

具
体

的
な

ケ

ー

ス

に

つ

い

て

の

段
階
の

判
定
に

関
し

て
､

ど
の

基

準
を

重

く

見
る

か

に

よ

っ

て
､

意
見
が

違
い

う
る

｡

多
く
の

基
準
を

に

ら

み

合
わ
せ

て

綜

合
直

観
的
に

判
定

す
る

と
こ

ろ
に

､

ロ

ス

ト

ウ

の

成
長
段
階

説
の

一

つ

の

長
所
が

あ

る

が
､

し

か

し

ま
た

そ

れ

故
に

､

理

論
的

一

義

性
と

量
的

明

確
性
に

欠
け

か

弱
点

も

生

じ
て

い

る
｡

第
二

､

経
済
成

長
段
階
推
移
の

根
本
｢

動
因
論
+

に

お

け
る

二
刀

論
と

多
元

論
と
の

遠
い

が

あ

る
｡

社
会
の

中
で

､

経

済
と

政

治
･

社
会
と

が

相
互

に

規
定

す
る

関
係
に

あ

る

こ

と
､

人

間
の

根

本

動
機
と

し

て

経
済
的
利
害
の

外
に

政

治
的

･

社
会
的
(

超

経

済

的
)

衝
動
が

極
め
て

重

要
で

あ

り
､

■
時
に

主

導
的
な

役
割
を

果
し

づ

る

こ

と
､

こ

れ

は
､

マ

ル

ク

ス

主

義
者
も

認

め
る

と
こ

ろ
で

あ

る
｡

が
､

社
会
の

動
因
に

つ

い

て

の

マ

ル

ク

ス

経

済
学
の

方

法
論
的

特

徴
は

､

か

り
に

右
の

こ

と
を

応
用

面
で

認
め

た

と

し
て

も
､

そ

れ

ほ

あ

ぐ

ま
で

過

渡
的

･

一

時
的

･

異
常
的
な

ケ

ー

ス

で

あ
っ

て
､

一

般
的

な

場
合
に

つ

い

て

い

え

ば
､

綜
局
の

と
こ

ろ
､

経

済
が

政

治
･

社
会
を

規
定

し
､

利
潤
動
機
が

権
力

動
機
の

底
に

あ

る

の

で

あ

り
､

根
本
動
因
は

一

つ

に

還

元
し

う

る
､

と

い

う
一

元

論
を

貫

く

点
に

あ

る
｡

こ

れ

に

よ

り
､

.
マ

ル

ク

ス

経
済
学
は

､

単
純
明

解

性
の

長
所
を

う
る

と

共
に

､

硬

直
的
な

理

論
の

た

め
に

現

実
の

一

部
分
だ

け

を

強
く

浮
び

上

ら
せ

て

常
識
に

反

す
る

と
い

う

短
所
を

も

ち

易
い

の

で

あ

る
｡

こ

れ

に

対

し
て

､

唯
一

無
二

の

根
本

動
因

は

権
力
動
機
で

あ

る
､

と
い

う
マ

ル

ク

ス

主

義
の

そ

れ

は

正

反
対

の
､

一

元

論
も

あ
る

｡

ラ

ブ

セ

ル

は
､

か

つ

て

社

会
科

学
の

中

心

概

念
は

権
力
で

あ
る

､

と
い

っ

た
｡

し

か

し
､

マ

ル

ク

ス

と
ロ

ス

ト

ウ

と
の

方

法
論
的
な

違
い

は
､

二

つ

の

分

野
､

こ

つ

の

根
本

動

機
の

中
で

､

何
れ

を

よ

り

決
定

的
に

重

視
す
る

か
､

と
い

う
点
に

あ
る

の

で

は

な
い

｡

む

し

ろ
､

マ

ル

ク

ス

主

義

的

な

も

の

に

せ

よ
､

逆
の

も

の

に

せ

よ
､

社

会
の

動
因
に

つ

い

て

の

す
べ

て

の

一

元

論
を

拒
香
し
て

､

自
ら

多
元

論
的
な

立

場
に

立

と

う
と

す
る

点

に

こ

そ
､

ロ

ス

ト

ウ

の

方

法
論
的
特
徴
が

あ

る

と

い

っ

て

よ

い
｡

ロ

ス

ト

ウ

は
､

利
潤
動
機
と

権
力

動
機
と

は
､

共
に

人

間
や

社

会

に

と
っ

て

根
本

的

な

動
因
で

あ

り
､

一

般
的

に

は

何
れ

を

主
､

何

れ

を

徒
と

も
い

え

な
い

､

と

考
え
る

｡

場
合
場
合
に

よ
っ

て
､

二

〝

ヘ

リ

つ

の

中
で

よ

り

決
定
的
な

､

よ

り

主
導
的
な

役
割
を

果

す
も
の

が

3 5
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壷

来

る

か
､

こ

れ

に

つ

い

て

は

色
々

な

意
見
の

遠
い

が

あ

り

う

る

こ

と

は

い

甜3

ぅ

ま
で

も
な
い

)

｡

こ

の

場
合

､

経
済

成

長

段
階
は

､

一

つ

の

究

極

の

目

的
を

代
弁
す
る

一

つ

の

基
準
に

び

っ

か

け
て

､

そ

の

基

準
の

上

で

の

目

盛

り
が

段
階
的
に

増
え

て

行
く

､

と
い

う

形
で

､

区

劃

さ

れ

う

る
｡

マ

ル

ク

ス

の

場
合

､

そ

の

一

つ

の

基
準
に

あ

た

る

も

の

は
､

生

産
力

を

代
弁
す
る

技
術
水

準
で

あ
る

と
い

っ

て

よ

い
｡

技
術
の

自
己

発

展
と
い

う
も
の

が

基
礎
に

あ

る

時
､

各

段
階
の

経

済
主

体
は

､

生

産

力

極

大
(

資
本

主

義
の

場
合

､

利
潤
極

大
)

と

い

ぅ

最
高
至

上
の

目

的
に

向
っ

て

わ

き

目
も
ふ

ら

ず
走
り

続
け
る

も

の

と

し
て

描
か

れ

う
る

わ

け
で

あ

り
､

｢

自

然
史

的
+

過

程
と

い

っ

た

言

葉
さ

え

用
い

ら
れ

る

所
以

で

あ

る
｡

一

方
､

人

間
行
動
の

根
本

動
機

､

社

会
動
態
の

基
本

動
因
に

つ

い

て
､

一

元

論
で

は

な
く

､

多
元

論
を

と
る

場
合
は

ど

う

か
｡

こ

の

場
合

､

経
済
成
長
の

目

標
も

ま

た
､

多
元

論
的
に

示

さ

れ

ざ

る

､

､

､

､

1

1

1

1

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

を

え

な
い

｡

人

間
や

社

会
は

い

つ

で

も
､

同

時
に

二

つ

以

上
の

も

の

を

要
求
し

て

い

る
｡

こ

れ

が

す
べ

て

の

根
本

で

あ

る
｡

二

つ

の

問
題
が

生

ず
る

｡

第
一

は
､

一

定
の

資
汝
を

多
種
の

目

的
の

間
に

い

か

に

配

分

す
る

か
､

と
い

う

問
題
で

あ

る
｡

も

し

多
種
の

目

的

が

個
人

あ
る

い

は

社

会
の

需
要
表
と
い

う

形
で

一

本
の

も
の

と

し

て

与

え

ら
れ

る

と

す
■
る

と
､

こ

の
一

本
の

も
の

に

向
っ

て
一

定
の



( 4 7 ) 基本 文 献解題

資
渡
を

最
も

生

産
的
に

配
分

す
る

の

に

は
､

ど
一
ぅ

す
れ

ば

よ

い

か
､

こ

れ

は
､

一

種
の

極
大

化

問

題
で

あ

る
｡

第
二

は
､

多
種
の

詔

目

的
の

問
で

､

そ

の

優
先

順
位
や

比

重

は

絶
え

ず
変

っ

て

行
く

の

で

あ

り
､

ま

た

次
々

と

新
し
い

目

的
も

付

加
さ

れ

て

来
る

の

で

あ

る

が
､

諸

目

的
の

間
の

ダ

イ

ナ
､

､

､

ブ

タ

な
バ

ラ

ン

ス

を

変
え
る

原
因
は

何
か

､

ま

た

そ

の

時
そ

の

時
に

つ

い

て
､

相

対

的
に

最
も

妥
当

な
バ

ラ

ン

ス

を

定

め
る

基
準
は

何
か

､

と

い

う

問

題
で

あ

る
｡

後
者
の

場
合

､

お

よ

そ

｢

経

済
す
る

こ

と
+

の

根
本
は

､

人

間
存
在

を
そ

の

も
の

の

矛

盾

的
性
格
に

か

か

わ
っ

て

お

り
､

一

つ

の

目

的
の

極
大

化
と
い

っ

た

技
術

的

解
決
は

第
二

義
的

で

共
に

不

可
分

な

諸

目

的
の

バ

ラ

ン

ス

を

ど

う

す
る

か
､

と

い

う
人
間

的
決

定
に

属
す
る

｡

ロ

ス

ト

ウ

は
､

バ

ラ

ン

ス

を

変

え

る

原

因
は

何

か
､

と

い

う

間
に

対
し
て
｢

そ

れ

は

成

長
｢

段
階
+

の

推
移
を

も

た

ら

す
原

因
と

同
じ

で

あ

る
､

と

答
え

､

ま
た

そ

の

時
々

に

つ

い

て

相

対

的
に

最
も

妥

当
な
バ

ラ

ン

ス

を

定
め
る

基
準
は

何
か

､

と

い

う

間
に

対

し
て

も
､

そ

の
一

つ

は

成
長
｢

段
階
+

に

照
ら

し
て

み

る

と
い

う
こ

と

だ
､

と

答
え

る
｡

諸

目

的
の

バ

ラ

ン

ス

と
い

う

問
題
は

､

経

済
政

策
の

中
心

主

題
で

あ

る

だ

け
に

､

こ

こ

に
､

経

済
成
長
段
階
論
の

政

策
論
的
意
義
が

出
て

来
る

の

で

あ

る
｡

ロ

ス

ト

ウ

の

場
合
に

も
､

経
済
成

長
段
階
を

規
定

す
る

基
準
の

一

つ

と

し
て

､

技
術
水

準

(

あ
る

い

は

ま
た

所
得

水

準
)

が

用
い

ら

れ

て

い

る
｡

け
れ

ど

も
､

ロ

ス

ト

ウ

の

段
階
論
の

特
徴
は

､

経
済

成
長
段
階
の

区

分
が

諸

目

的
の

バ

ラ

ン

ス

の

ド

ラ

ス

テ

ィ

ッ

ク

な

変
化
と

い

う

基
準
に

び
っ

か

け
て

な
さ

れ

て

い

る

点

に

あ

る
｡

簡

単
化
の

た

め
に

､

経
済
的

な

目

的
だ

け
に

限

定
し

ょ

う
｡

経
済
的

な

目

的
と

し
て

永
遠
に

重

要
な

も

の

は

何
か

､

こ

の

間
に

対

し
て

答
え

よ

う
と

す
る

時
､

人
は

､

大

抵
一

つ

だ

け
で

は

な

く
､

二

つ

の

も
の

を

並
べ

て

あ

げ

る
｡

中

山

伊
知
郎
教
授

は
､

｢

安

定

と

進

歩
+

を
､

他
の

論
者
は

､

｢

生

産
力
と

福
祉
+

を
､

七
い

う

具

合
で

あ

る
｡

こ

の

二

つ

の
､

共
に

重

要
な

経
済
的
目

的
の

問
の

優
先

順

位
や

比

重
に

関
す
る

ダ

イ

ナ

ミ

ッ

ク

な
バ

ラ

ン

ス

は
､

｢

段
階
+

に

よ
っ

て

ド

ラ

ス

テ

ィ

ッ

ク

に

変
化
し
て

い

る

の

で

あ

る
｡

伝
統

社

会
は

､

二

つ

の

目

的
の

中
で

､

安

定
を

第
一

と

し
､

進
歩
を

犠

牲
に

し

て

い

た
｡

先

行

条
件
整
備
期
に

は
､

旧
い

バ

ラ

ン

ス

が

く

ず
れ

､

進
歩
の

比

重
が

相

対

的
に

高
ま
り

始
め

る
｡

離

陸

期
か

ら

成

熟
へ

の

前
進
期
に

か

け
て

は
､

遂
に

事
態
が

逆
転
し

､

進
歩
を

主
と

し
､

安
定
を

従

と

す
る

新
し
い

諸

目

的
の

バ

ラ

ン

ス

が

出
来

上
る

｡

そ

れ

が

高
度
大

衆
消
費
時
代
に

入
る

と
､

ま

た
バ

ラ

ン

ス

は

烈
し

く

動
い

て
､

進

歩
を

若
干

ゆ
る

め
て

も
､

安
定
を

今
迄
よ

▲7

り

も

も
っ

と

重

要
視
す
る

と

い

う

方

向
に

傾
き

､

こ

こ

で

両

者
の

お
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新
し
い

バ

ラ
ン

ス

が

作
ら
れ

て

行
く

｡

そ

の

時
に

は
､

安
定
の

概

念
も

拡
大
さ

れ

る
｡

景
気
変
動
の

回

避
､

物
価
安
定
の

外
､

構
造

的
不

均
衡
の

是
正

､

国
民

的

最
低
限
の

確
保
と

引

上

げ
､

社

会
的

緊
張
の

緩
和

等
も

安
定
の

概
念
中
に

含
ま

れ

る

よ

う
に

な
る

｡

尤

も
､

こ

れ

ら

す
べ

て

を

進
歩
の

拡
大
さ

れ

た

概
念
の

中
に

含
む

議

論
も

出
て

来
て

い

る
｡

諸

目

的
の

ダ

イ

ナ
､

､

､

ッ

ク

な
バ

ラ

ン

ス

の

変
還
は

､

ま

た

｢

生

産
力
と

福
祉
+

に

つ

い

て

も

見

ら

れ

る

こ

と

は

い

う
ま

で

も

な
い

｡

ロ

ス

ト

ウ

の

段
階
論
は

､

成
長

率
の

屈
折

と
い

う
も

の

を

通

し
て

､

こ

れ

ら

諸

目

的
の

バ

ラ

ン

ス

の

ド

ラ

ス

テ
ィ

ァ

ク

な

変
化
を

形
態
学
的
に

分

析
す
る

｡

こ

う

し
て

､

ロ

ス

ト

ウ

は
､

経
済
政

策
の

基

礎
理

論
と

し

て
､

マ

ル

ク

ス

の

極
大

論

に

代
わ

る
バ

ラ

ン

ス

論
を

提
示

し
ょ

う
と

し

て

い

る

の

で

あ
る

｡

四

そ
の

㈲

マ

ル

ク

ス

成
長
理

論
批
判

第
四

､

経
済
成

長
を

主
導
す
る

グ

ル

ー

プ

な
い

し

階
叔
に

関
し

て
､

そ

切

と

ら

え

方

が

違
っ

て

い

る
｡

経
済
成
長
段
階
の

推
移
は

､

超
経

済
的

衝
動
特
に

権
力
動
機
に

ょ
っ

て

主

導
さ

れ

る

場
合
が

あ
る

こ

と
､

経
済
成
長

段
階
の

推
移

は
､

人

間
に

と

り

社

会
に

と

り

共
に

不

可

欠

な

基
本
的
詔

目

的
の

バ

ラ

ン

ス

の

ド

ラ

ス

テ

ィ

ブ

ク

な

変
化
と

対

応
し

て

い

る

こ

と
､

こ

の

二

つ

を

認
め

る

以

上
､

経

済

成

長
段
階
の

推
移
と

主

導
グ

ル

舶3

-

プ

な
い

し

支

配

階
級
と

の

関
係
を

積
極
的
に

と

り

上

げ
､

そ

れ

に

つ

い

て

突
っ

込

ん

だ

解
明

を

行

う
こ

と

は
､

ロ

ス

ト

ウ

に

と

っ

て

も

避
け

え

な
い

仕

事
と

な

る
｡

た

だ
､

主

導
グ

ル

ー

プ

な
い

し

支

配

階

級
を

問
題
に

す
る

際
に

､

ロ

ス

ト

ウ

は
､

マ

ル

ク

ス

と

や

や

異
る

視
角
か

ら
､

マ

ル

ク

ス

が
.
あ

ま
り

注

目
し

な

か
っ

た

幾
つ

か

の

側
面
に

強
い

光
り

を

あ
て

て

い

る
｡

す
な
わ

ち
､

(

1
)

主

導
グ

ル

ー

プ

と

ナ

シ

ョ

ナ

ル

な

課

題
と

の

関
係

を

突

っ

込
ん

で

解

明
し

て

い

る
｡

(

2
)

主
導
グ

ル

ー

プ

と

し
て

､

地

主
､

ブ

ル

ジ

ョ

ア
､

プ

ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト

と

い

う
マ

ル

ク

ス

の

三

基
本
範
疇
の

外
に

､

幾
つ

か

の

も
の

を

付

加
し

て

い

る
｡

近

代
化

を

主

導
す
る

グ

ル

ー

プ

の

一

つ

と

し
て

軍
人
と

軍

隊
の

積
極
的

役
割
を

認
め
た

こ

と

は
､

そ

の

一

例
で

あ

る
｡

(

3
)

主

導
グ

ル

ー

プ

の

内

部
で

の

幾
つ

か

の

階
級
の

連
合
を

正

常
な
パ

タ

ー

ン

と

し
て

認
め

て

い

る
｡

(

4
)

成
熟
へ

の

前
進
期
か

ら

高
度
大
衆
消
費
期
に

至
る

段
階

推
移
の

場
合
に

(

マ

ル

ク

ス

主

義
の

段
階
論
で

は
､

産

業

資

本

主

義
か

ら

独

占

資

本

主

義
に

至

る

段
階

推

移
に

対

応

し
て

い

る
)
､

主

導
グ

ル

ー

プ

の

階
級

交
番
を

積
極
的
に

問
題
に

し

て

い

る
｡
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第
五

､

稀
少

性
の

問
題
々

克
服
し
て

最

終

の

段

階

に

達
し

た

時
､

そ

の

行
く

手

に

つ

い

て
､

所
見
が

岐
れ

う
る

｡

マ

ル

ク

ス

は
､

最
後
の

段
階
(

共

産
主

義
)

に

達
し

た

時
､

人

間
は

そ

の

よ

り

善

良
な

性
質
を

充
分
に

開
花
さ

せ

る

で

あ

ろ

う
と

予

想
し

た
｡

こ

の

意
味
で

､

彼
は

一

九

世

紀
の

ロ

マ

ン

テ

ィ

ス

ト

で

あ
っ

た
｡

け

れ

ど

も
､

ロ

ス

ト

ウ

は
､

最
後
の

段

階
(

高
度
大

衆
消

費

期
を

超
え

て

次
の

段

階
)

に

達
し

た

時
に

も
､

人

間
や

社

会
が

と

る

と

思

わ

れ

る

道
は

､

一

つ

で

は

な
く

､

幾
つ

か

の

可
能
性
が

同

時
に

開
か

れ

て

お

り
､

そ

の

主

体

的

｢

選
択
+

の

問
題
が

残
っ

て

い

る
､

と
い

う
｡

成

熟
期
に

達
し

た

時
､

そ

の

前
に

開
け
た

可

能
性
は

､

(

1
)

対

外

侵
略

､

(

2
)

大
衆
消

費

水

準

引

上

げ
､

(

3
)

福

祉

国

家

(

(

4
)

余
暇
を

加
え

て

も

よ

い
)

等
で

あ
っ

た

が
､

国
に

よ

り
､

こ

の

三

つ

の

共
に

人

間
に

と

っ

て

魅
惑
的
な

政

治

的
･

社

会
的

･

経
済
的
目

的
の

問
の

優
先

順
位
や

比
重

に

つ

い

て

の

バ

ラ

ン

ス

の

決
め

方
は

､

色
々

で

あ
っ

た

こ

と

を

知
る

ロ

ス

ト

ウ

に

と
っ

て

は
､

最
後
の

段
階
に

達
し

た

時
に

も
､

マ

ル

ク

ス

と

共
に

､

. ｢

人

間

は

自
己

表
現
の

た

め

に

働
く
+

と
い

う

可

能
性
を

指
摘
す
る

だ

け

で

我

事
了
れ

り

と

な

す
こ

と
は

出
来
な
い

｡

｢

こ

れ

は
､

な

る

ほ

ど

ま
と

も

な
正

統
な

希
望
で

あ

り
､

熱
望
で

あ

り
､

可

能
性
で

す

ら

も

あ
る

｡

…

…

し

か

し
､

こ

れ

の

み

が

唯
一

の

可
能

性
で

は

な

/

い
｡

赤
ん

坊
〔

を

再

び

た

く
さ

ん

産
む
こ

.
と

-
現

在
の

ア

メ

リ

カ

が

然

り
〕

が

あ

る

し
､

倦
怠
が

あ

る

し
､

ま

た

新
し
い

内

奥
の

人

間

的

境
界
線
の

拡
大

､

あ
る

い

は

宇
宙

､

そ

し
て

些

細
な

楽
し
み

と

い

っ

た

も
の

が

あ

る
｡

あ
る

い

は
､

余
暇
を

も
て

あ

ま

し
て

い

る

ひ

と

び

と

に

魔
が

さ

せ

ば
､

あ
る

い

は

破

壊
が

あ

る

か

も

し
れ

な
い

の

で

あ

る
+

(

二
一

一

頁
)

｡

こ

の

こ

と

の

方

法

論

的

帰

結
は

､

一

つ

の

段
階
に

必

然
的
に

一

つ

の

方

向
だ

け
が

対

応
し
て

い

る

の

で

は

な
く

､

一

つ

の

段
階
は

､

人
々

に

対
し

て

選

択
の

枠
を

与

え
､

そ

の

枠
の

内

部
で

人
々

は
､

幾
つ

か

の

可
能
性
か

ら
一

つ

あ

る

い

は

二

つ

(

j

た

は

色
々

な

鼠

み

合
わ

せ
)

を

選
ぶ

こ

と

を

通

じ

て
､

幾
つ

か

の

方

向

に

自
己
の

運

命
を

形
成
し
て

行
く

､

と

い

う
考
え

方
を

積
極
的

に

定
式

化

し

た

こ

と

で

あ

る
｡

こ

の

考
え

方

自

体

は
､

シ

ュ

ム

ベ

ー

タ

ー

が

唯
物
史
観
解
釈
に

関
し

て

述
べ

て

い

た

も
の

で

あ

る

(

『

資
本

主

義
･

社

会

主

義
･

民

主
主

義
』

一

九
四

二

年
)

｡

右
の

こ

と

の

実
践
的

帰
結
は

如
何

｡

ソ

連
は

､

後
二

〇

年
で

､

共

産
主

義
に

達
す
る

と
い

っ

て

い

る
｡

そ

れ

だ

け

に
､

色
々

な

可

能
性
に

つ

い

て

積
極
的
に

解
明

し
､

ソ

連
が

世

界
全

体

に

と
っ

て

不

幸
を

も
た

ら

す
よ

う
な

誤
っ

た

選

択
の

道
に

踏
み

来
む
こ

と
が

な
い

よ

う
に

努
力

す
る

必

要
が

あ

り
､

こ

の

今
日

的

課
題
に

､

成

∂

長
段
階

論
を

役
立

て

ね

ば

な

ら
ぬ

､

と
ロ

ス

■
ト

ウ

は

考
え
る

の

で

お
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あ
る

｡

第
六

､

部
門

分

析
の

や

り

方
に

違
い

が

あ

る
｡

マ

ル

ク

ス

は
､

･

生

産
財
と

消

費

財
の

二

部
門

分

割
で

成

長
と

循
環
の

問
題
に

と

り

組
ん

だ
｡

が
､

ロ

ス

ト

ウ

は
､

近

代

史
の

全

過

程
の

上
で

､

そ

の

時
々

に

交

替
し
て

行

く

幾
つ

か

の

主

導
部
門
の

継
起
と
い

う
こ

と

を

成

長
分

析
の

中

心
と

し
て

い

る
｡

な

お

こ

の

外
､

マ

ル

ク

ス

の

経
済
成

長

理

論
を

構
成
し

て

い

る

支
柱
で

､

ロ

ス

ト

ナ

が

批
判
し

､

と

り

変
え

ね

ば

な

ら
ぬ

と

考
え

て

い

る

も
の

は
､

次
の

如
く
で

あ

る
｡

一

､

｢

暗
黙
に

仮
定

さ

れ

て

い

る

彼
の

マ

ル

サ

ス

的
人

口

理

論
+

(

人

口

と

産

業

予

備

軍
の

理

論
)

(

二

〇

六

頁
)

二
､

｢

彼
の

実

質
賃
金

停
滞
理

論
+

(

大

衆

窮

乏

化

の

理

論
)

(

二

〇

六

頁
)

三
､

歴
史
的
な

収
穫
逓
減
法
則
を

変
形
し

た

｢

利
潤
率
の

逓
減
と

い

う

彼
の

仮
設
+

(

二
一

〇

頁
)

四
､

所
得
上

昇
1
消

費
構
造

高

度
化

1
需
要
の

所
得
弾
力

性
の

違
い

1
産
業
別
の

需
要
の

成

長
率
の

違
い

､

と

い

っ

た

も

の

が

経

済
成

長

段
階
の

推
移
に

与

え

る

効
果
を

事
実
上

排
除
し

て

い

る

点

(

二

〇

八

東
)

五
､

マ

ル

ク

ス

の

経

済
成

長
理

論
は

､

近

代
史
の

理

論
と

し

て

は
､

二

重
の

意
味
で

｢

特
殊
理

論
+

で

あ

る
｡

す
な
わ

ち
､

第
一

淵

に
､

｢

一

九

四

八

年
末
ま
で

に

彼
の

全

体

系
は

完
全

に

つ

く
り

あ

げ

ら
れ

て

い

た
+

(

ニ
ー

一

頁
)

の

で

あ

る

が
､

一

八

四

八

年
と
い

え

ば
､

世

界
史
の

中
で

イ

ギ

リ

ス

以

外
の

い

か

な

る

国
も

未
だ

離

陸
を

経
験
す
る
■に

至
っ

て

い

な
い

時
で

あ
っ

た
｡

第
二

に
､

そ

れ

は

｢

イ

ギ

リ

ス

の

産

業
革
命

､

す
な
わ

ち

イ

ギ

リ
ス

の

離

陸
､

そ

し

て

そ

れ

に

引

き
つ

づ

い

て

起
っ

た

事
態
+

(

ニ
ー

二

貞
)

を

背

景

に

し

て

作
ら

れ

て

い

る

が
､

イ

ギ

リ

ス

の

先

行

条
件
整

備
期
は

､

独

特
の

も

の

で

あ

り
､

イ

ギ

リ

ス

の

経
験
は

､

近

代

史
の

｢

一

般

的
な
ケ

ー

ス

+

と

い

う
よ

り

む
し

ろ

｢

特
殊
な

ケ

ー

ス

+

と
い

う

べ

き

幾
つ

か

の

要
素

を

も
っ

て

い

る

(

尤
も

､

イ

ギ

リ

ス

の

経

験
が

一

般

的
な

も
の

と
い

う

よ

り

む

し

ろ
一

回

限

り
の

ユ

ニ

ー

ク

な

諸

条
件
の

特

殊
な

組
み

合

わ

せ

に

よ

る

も
の

で

あ
っ

た
､

と
い

う

点
に

つ

い

て

は
､

マ

ル

ク

ス

主

義
者
の

ド
ア

ブ

や

バ

ラ

ン

も

あ

る

程

度
こ

れ

を

認

め

て

い

る
｡

こ

の

点
に

つ

い

て

は
､

新
正

統
派

的

見

解
の

共

通
の

特

徴
の

一

つ

と

し

て
､

私

は
､

前

掲
の

､

｢

後
進

国

開
発

理

論
の

文

献

と

動

向
+

で

述
べ

た
こ

と

が

あ
る
)

｡

ロ

ス

ト

ウ

は
､

経
済

成

長
理

論
の

方

法
論
の

分

野
で

の

こ

れ

ら

す
べ

て

の

マ

ル

ク

ス

批

判
を

､

歴
史

理

論

的

な

分

野
で

は

内

容

的
･

実

証

的
に

確
立

し

て
､

マ

ル

ク

ス

に

代
わ

る

も

の

を

提
示

し
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よ

う
と

す
る

の

で

あ

る
｡

五

古
典
学

派

成

長
理

論
批

判

次
に

､

ロ

ス

ト

ウ

は
､

鉾
先

を

転
じ
て

正

統
派
の

経

済
成

長
理

論
を

方

法
論
的
に

批
判
す
る

こ

と
に

向

う
｡

古
典
学
派
か

ら

始
め

よ

う
｡

古
典
学
派

は
､

長

期
動
態

的
な

経

済
成
長
理

論
の

基
礎
を

作
っ

た

の

み

な

ら

ず
､

今
も

な
お

生

き

て

い

る

多
く
の

ア

イ

デ
ィ

ア

を

ば
ら

ま
い

た

(

最

近
の

低

開

発

国

開

発

理

論
に

関
連
し
て

出
て

来
て

い

る

新
し
い

発
展
の

経

済

学

に

お

い

て

も
､

古

典

学

派
の

ア

イ

デ
ィ

ア

を

現

代
に

活
か

そ

う
と

し

て

い

る

人
々

は

少

な

く

な
い

｡

ア

ー

サ

ー

･

ル

イ

ス

の

『

経

済

成

長
の

理

論
』

一

九

五

五

年

は
､

そ
の

よ

き

例
で

あ

る
)

｡

け

れ

ど
も

､

理

論
的
に

定

式
化

さ

れ

た

限

り
の

古
典
学
派
的
経
済
成
長

理

論
は

､

現

在
批
判
さ

る
べ

き

幾
つ

か

の

難
点
を

示
し

て

い

る
｡

第
一

､

古
典
学
派
の

経

済
成
長

理

論
は

｢

本

質
的
に

静
学

的
な

仮
定
の

上
に

定
式

化
さ

れ

て

い

て
､

経

済
成

長
過

樫
に

最
も

関
係

深
い

変
数
を

そ

の

仮
定
の

中
に

凍
結
し

て

し

ま
っ

て

い

る

-
む

し

く
は

た

だ
一

.
度
の

変
化

し
か

認

め
な
い
+

(

一

八

⊥
九

頁
)

｡

こ

こ

で

私
は

､

若
干
の

言

葉
を

補
強
し

て

お

き

た

い
｡

古
典
学

派
の

難
点
は

､

静
学
的

な

理

論
的
仮
定
だ

け

に

あ

る

の

で

は

な

い
｡

理

論
的

仮
定
だ

け

な

ら
ば

､

そ

れ

を

動

学

的
に

色
々

と

変
え

て

み

る

こ

と

も

出

来
る

｡

け
れ

ど
も

､

理

論
的

仮
定
の

底
に

あ

る

実
際
的

･

歴
史
的

な

判

断
が

､

わ

れ

わ
れ

に

と
っ

て

は
一

層
大

き

な

問
題
な
の

で

あ

る
｡

古

典
学

派

は
､

単
に

静
学
的
な

理

論
モ

デ

ル

を

作
る

こ

と

だ

け
に

興
味
を

も
っ

て

い

た

の

で

は

な

く
､

長
期

動
態
的

な

過

程
を

動
態
論
的
セ

ン

ス

で

観
察
し

､

一

つ

の

動
態
理

論
(

そ

れ

は

長

期

停
滞
に

至
る

悲

観

論
的
色

彩
の

強
い

も
の

で

あ
っ

た
)

を

も
っ

て

い

た
｡

こ

の

こ

と

は
､

収

穫
逓

減
法
則
に

二

つ

の

も
の

ヽ

が

あ

る

こ

と

に

よ
っ

て

も

明

ら
か

で

あ

る
｡

一

つ

は
､

静

学
的

理

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

論
モ

.
デ
ル

と

し
て

の

収

穫
逓

減
法

則
で

あ
る

｡

が
､

今
一

つ

は
､

古
典
学
派
が

､

人
口

､

技
術

､

資
本

蓄
積

､

実

質
貸
金

等
が

色
々

な

率
で

増
大
(

ま
た

は

減
少
)

す
る

長
期
動
態

的

な

全

過

程
を

観
察

し

て
､

歴

史
的
洞
察
な
い

し

実

際
的

判
断
と

し

て

確
立

し

た

と

こ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ケ
の

歴
史
的

な

収

穫
逓
減
法

則
な
の

で

あ

る
｡

と
こ

ろ
で

､

後

者

は
､

離
陸
前
の

長

期
的

な

過

程
に

つ

い

て

は
､

相
対

的
に

妥

当

な

も
の

で

あ
っ

た
｡

け

れ

ど

も
､

わ
れ

わ

れ

は
､

古
典
学
派
が

そ

の

実

際
的
判
断
を

形
成

し

た

時

期
以

後
に

つ

い

て
､

一

〇

〇

年
な
い

し
一

.
五

〇

年
の

近

代
史
の

新
し

い

巌

験
を

も
っ

て

い

る
｡

こ

れ

は
､

.
人
口

､

技
術

､

資
本

蓄
積

､

実
質
賃
金

等
の

色
々

の

増
加

率

一

･⊥

と

相

互
の

関
係
に

つ

い

て
､

古

典
学
派
の

人
々

が

な

し
た

判

断
と

朗
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大
い

に

異
る

判
断
を

な

す
べ

き
こ

と

を

わ
れ

わ

れ

に

教
え

て

い

る

(

こ

の

点
に

つ

い

て

は
､

梅

村

又

次

助

教

授
の

周

到
な
理

論
的

･

実

証
的

分

析
『

貸
金

･

雇
用

･

農
業
』

昭

和
三

六

年
､

大

明

堂
､

に

詳
し
い

展

開

が

あ

る
)

｡

ロ

ス

ト

ウ

の

経
済
成

長
段
階
説
は

､

近

代
史
の

こ

の

新

し
ぃ

経
験
を

ふ

ま

え
て

構
成
さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

第
二

､

古
典
学
派
の

経

済
成

長
理

論
は

､

ロ

ス

ト

ウ

の

立

場
か

ら

見

る

と
､

前
に

批
判
し

た
マ

ル

ク

ス

の

そ

れ

と

共

通
の

難
点

を

幾
つ

か

も
っ

て

い

る
｡

例
え

ば
､

(

1
)

人

間
の

根
本

動
機

､

経

済

成
長
の

基
本

動
因
を

問
題
に

す
る

場
合

､

利

潤
動
機
の
一

元

論
を

と
っ

て

い

る
｡

ま
た

､

(

2
)

個
人
と

人

類
と
の

中

間
に

､

｢

国

民
+

ナ

シ

ョ

ナ

ル

と
い

う

範
疇
を

入

れ
､

国

民

的

利
益
と

い

う

要
因
を

経
済
成

長
の

一

つ

の

独
立

変
数
と

し

て

積
極

的
に

解
明

す
る

こ

と

を

し

な
か
っ

た

(

こ

の

点
は

､

ヴ
ァ

イ

ナ

ー

も

『

国

際

貿

易
と

経

済

発
展
』

一

九

五

三

年
の

中
で

指
摘
し

て

い

る
)

｡

そ

の

他
｡

マ

ー

シ

.
ァ

ル

の

経
済
成
長
理

論
の

中

心
を

な

す
｢

自

然
は

飛

躍

せ

ず
+

と
い

う
連
続
性
の

原
理
に

対

し
て

､

ロ

頒

ト

ウ

は
､

非

連

続
性
の

原
理

を

加

味

す
る

｡

し
か

し
､

段
階
の

稚
起
は

､

一

面
に

お

い

て

規
模
の

量
的

拡

大

を

基
礎
と

し
､

他

面
に

お

い

て

構
造
の

高
変
化
や

さ

ら
に

主

体

的
態
度
の

質
的

変
化

を

基

礎
と

す
る

も

の

で

あ

る

か

ら
､

段
階

論
は

実
は

連
続
性
と

非
連
続
性
と

を

同
時
に

示

す
理

論
的
工

夫

で

あ

る

と
い

え
る

｡

㈹
へ

J

六

現

代

成

長
理

論
批
判

近

代
経
済
学
に

お

け
る

経
済
成
長
理

論
に

目

を

向

け

よ

う
｡

｢

近

代
経

済
学
者
は

､

古
典
的
生

産
理

論
を

ケ

イ
ン

ズ

の

所
得
分

析
と

合
体

し

ょ

う
と

し
て

､

人
口
･

エ

学
技
術
･

企

業
者
精
神

･

そ

の

他
の

動
学
的
変
数
を

導
入

し

た
｡

し
か

し
､

そ

れ

を

こ

れ

ま

で

は

あ

ま
り

に

も

硬

直

的
で

あ

ま

り

に

も
一

般
的
な

形
で

用
い

よ

ぅ

と

す
る

傾
向
が

あ
っ

た

た

め

に
､

彼
ら
の

理

論
模
型
は

経
済
史

家
の

線
察
す
る

よ

う
な

成

長
の

本
質
的
現

象
を

把
握
す
る

こ

と
が

出
来
な
い
+

(

一

九

頁
)

と
ロ

ス

ト

ウ

は

い

う
｡

そ

れ

で

は
､

経
済
史
と

近

代
経
済
理

論
と

を

実
り

豊
か

に

結
び

つ

け
る

と

い

う

彼
の

若
き

日

か

ら
の

中
心

主

題
を

追
求
し
て

､

ロ

ス

ト

ウ

は
､

ど

う
い

う

点
で

､

近

代
経
済
学
で

現

在
主

流
と

な
っ

て

い

る

経
済
成
長
理

論
(

特
に

ケ

イ
ン

ズ

派
の

そ

れ
)

を

批

判

し

補

強
し

ょ

う

と

す
る

の

で

あ

る

か
｡

第

て

経
済
成

長
の

基
本

動
因
に

つ

い

て
｡

近

代

経

済

学
で

は
､

経
済
成

長
を
一

人

当
り

実
質
所
得
の

継

続

的

増
大

と

定

義

し
､

続
い

て
､

そ

の

原

因
を

尋
ね

て
､

貯
蓄

率
･

投
資
率
が

人
口

増
加

率
を

超
え

る

こ

と

に

求
め

る
｡

｢

離
陸
+

の

説
明

を

行
う

場



基本 文 献解題( ム)

合
に

も
､

人
口

増
加
率
が

年
一

%

で

あ

る

と
､

国
民

一

人

当
り

実

質
所
得
を

年
二

%

ず
つ

継
続
的
に

増
大

さ

せ

る

た

め
に

は
､

限

界

資
本

･

産
出
高
此

率
が

三

対
一

な
い

し

三
･

五

対
一

で

あ
る

と

仮

定
す
る

場
合

､

貯
蓄
率

･

投
資
率
が

国
民

所
得
の

五

%

な
い

し
そ

れ

以

下
か

ら
一

〇

%

以
上

に

上

昇
す
る

こ

と

が

必

要
で

あ

る
､

と

い

う

風
に

議
論
を

立
て

て

行
く

｡

こ

れ

は
､

資
本

蓄
積
が

経
済
成

長
の

基

本
要
因
で

あ

る

と

い

う
古
典
学
派
以

来
の

伝
統
を

現

代
に

活
か

し
た

も
の

で

あ

り
､

無
論

､

極
め
て

重

要
な

ポ

イ

ン

ト

を

衝

い

て

い

る
｡

ロ

ス

ト

ウ

も
､

こ

れ

を

認
め

､

｢

離
陸
+

の

定

義
を

行

う
際

､

三

本
の

支
柱
の

一

つ

と

し
て

い

る
｡

が
､

経
済
成
長
に

と

っ

て

資
本

蓄
積
は

た

し

か

に

重

要
な

一

つ

の

原
因
で

は

あ

る

が
､

し
か

し

唯
一

の

原
因
で

も

ま

た

最
重

要
の

原
因
で

も

な
い

､

と
い

う
の

も
､

現

代
の

新
し
い

常
識
で

あ
る

｡

こ

の

新
し
い

常
識
を

理

論
の

中
に

と

り

入
れ

る

べ

く
､

ロ

ス

ト

ウ

は
､

｢

離
陸
+

の

定

義
の

中
残

り

二

本
の

支
柱
を

用

意
し

て

い

る
｡

そ

れ

は
､

と

も
に

､

貯

蓄
率

､

投
資
率
と
い

う
｢

集
計
量
+

的
原
因
の

さ

ら
に

奥
に

あ

る

質
的
原
因
に

ふ

れ

る

も
の

で

あ

る
｡

一

つ

は
､

産
業
｢

構
造
+

の

変
化
で

あ

り
､

今
一

つ

は
､

主

体

的
態
度
の

質
的

変
化

を

中
心
と

す
る

社

会
的

･

文
化

的
変
化
で

あ
る

｡

■

後
者
に

つ

い

て

い

え

ば
､

近

代

経
済
学
は

､

盤
仙

済
成
長
問
題
に

と

り

組
ん

で
､

人
口

､

技
術

､

企

業
者
機
能
と

い

っ

た
､

従

来
与

件
と

さ

れ

て

い

た

要
因
を

動
学
的
変
数
と

し
て

と

り

入

れ

た
の

で

あ
る

が
､

･
今

一

歩
を

進
め
て

､

そ

れ

ら
の

奥
底
に

あ

る

社
会
吋

･

文
化

的

環
境
の

変
化
を

も

変
数
と

し
て

と

り

入
れ

る
ぺ

く
､

そ

れ

を

｢

性
向
+

の

変
化
と
い

う
形
で

操
作
可
酪
な
理

論
と

結
び

つ

け

よ

う
と

す
る

点
に

ロ

ス

ト

ウ

の

特
徴
が

あ
る

｡

第
二

､

部
門
別

分

析
に

つ

い

て
｡

｢

集
計
量
+

よ

り

も

｢

構
造
+

を

重

視
す
る

考
え

方
は

､

当

然
部
門
分

析

を

重

視
せ

し

め

る
｡

｢

わ

れ

わ

れ

が

必

要
と

し

て

い

る

動
学
理

論
は

､

単
に

所
得
の

消

曹
∵

貯

蓄
･

投
資
へ

の

配

分

関

係
(

お

よ

び

消

費
財
と

資
本

財

間
の

生

産
の
バ

ラ

ン

ス

)

を

明

ら
か

に

す
る

ば
か

り
で

な

く
､

投
資
の

構

成
や

特
定
の

産
業
部
門
内

部
の

発
展
に

か

な

り

詳
細
か

つ

直
接
に

焦
点
を

合
わ

せ

る

よ

う
な

生

産
の

動
学
理

論
な
の

で

あ

る
｡

以

下

の

議
論
は

､

こ

の

よ

う
に

弾
力
的

･

非
集
計
的

尤

生

産
理

論
に

も

と

づ

い

て

い

る
+

(

一

九

頁
)

と

ロ

ス

ト

ウ

は

い

う
｡

古
典
学
派
は

､

所
得
の

中
で

ど
れ

だ

け
が

貯
蓄
さ

れ

る

か

と
い

う
こ

と

に

焦
点
を

お

い

て

い

た
｡

従
っ

て

貯
蓄
と

投
資
と
の

関
係

に

つ

い

て

は
､

あ

ま
り

注
意
を

払
わ

な
か

っ

た
｡

ケ

イ

ン

ズ

は
､

所
得
と

貯
蓄
と

の

関
係
に

つ

い

て

は

消

費
性
向
の

安
定

性
と

い

う

ウ

J

こ

と
で

あ

ま

り

深
い

分

析
を

加
え

ず
､

む

し

ろ

古
典
学
派
が

軽
く

朗
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考
え
て

い

た

貯
蓄
と

投
資
の

間
に

こ

そ

周

難
な

問
題
が

あ
る

こ

と

を

鋭
く

指
摘
し

た
｡

ロ

ス
■
ト

ウ

は
､

も

う
一

歩
先

に

問

題
を

見
ヽ

る
｡

す
な
わ

ち
､

投
資
の

総
額
よ
り

も

む

し

ろ

投
資
の

部
門

別

構

ヽ

ヽ

成
が

国
民

所
得
の

増
加

率
を

規
定
す
る

重

要
要
因
で

あ
る

と
い

う

点

が

従

来
集
計

量
分

析
で

は

軽
視
さ

れ

て

い

た
､

と

考
え

､

そ

こ

に

焦
点

を

置
き

換
え
て

､

経
済
成
長

理

論
を

再
編

成

す
る

｡

こ

れ

は
､

し
か

し

決
し

て

新
し
い

着
想
で

は

な
い

｡

例
え

ば
､

ス
､

､

､

ス

は
､

一

定
の

貯
蓄
基
金

が

地

主
か

ち

資
本

家
に

移
転
す
る

こ

と
に

よ
っ

て
､

経
済
成
長
率
が

加
速
さ

れ

る

と

考
え
て

い

た

の

で

あ
る

が
､

そ

れ

は

地

主

に

此

し
て

資
本

家
の

万
が

一

定
の

貯
蓄

を

よ

り

生

産
的

な

構
成
に

お

い

て

投
下

す
る

と

い

う

判
断
を

も
っ

て

い

た

か

ら
で

あ
っ

た

(

ア

ー

サ

ー

･

ル

イ
ス

は
､

こ

の

ア

イ

デ
ィ

ア

を

中

核
と
し

て
､

そ

の

『

経
済

成
長
の

理

論
』

を

書
い

て

い

る
)

｡

マ

ル

ク

ス

お

よ

び

マ

ル

ク

ス

主

義

者
(

最
近
■で

は

ド

ッ

ブ

や
バ

ラ

ン

や
べ

ー

ト

レ

ウ

ム

等
)

は
､

一

定
の

貯
蓄
基

金
(

経

済
余

剰

と

呼
ん

で

も

よ

い

)

で

あ
っ

て

も
､

そ

れ

を

資
本
家
か

ら
(

社

会

主

義
)

国
家
に

移

転
す
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

経
済
成
長

率
が

加

速
さ

れ

る

と

考
え

て

い

る

(

マ

ル

ク

ス

主

義
者

は
､

単
に

国

民

所

得
の

増

加

率
が

違
い

う
る

だ

け
で

は

な

く
､

貯
蓄
率
さ

え

増

大

す

る

と

考

え
て

い

る
､

例
え

ば
､

バ

ラ

ン

の

『

成

長
の

政

治

経

済

学
』

一

九

五

七

年

を

見

よ
)

｡

さ

て
､

｡

ス

ト

ウ

は
､

投
資
の

部
門
別

構
成

と

経
済
成
長

率
と

湖

の

関

係
に

つ

い

て
､

い

か

な

る

点
で

新
し
い

光

り

を

投
じ

ょ

う
と

す
る

の

で

あ

ろ

う
か

｡

そ

れ

は
､

従

来
か

ら

あ
っ

た

幾
つ

か

の

区

別

を

新
し

く

活
用

す
る

こ

と

に

よ
っ

て

な

さ

れ

る

の

で

あ
っ

て
､

批
判
と

い

う
よ

り

む

し

ろ

補
修
と

も
い

う
べ

き

作
業
で

為

る
｡

(

1
)

シ

ュ

ム

ベ

ー

タ

ー

に

よ

れ

ば
､

ミ

ル

は
､

需
要
の

漸
次

的
増
大
に

よ
っ

て

誘
発
さ

れ

る

イ

ン

デ
ュ

ー

ス

ト
･

イ

ン

ヴ
ュ

ス

ト

メ

ン

ト

を

中
心

部
門

に

経

済
成
長
を

考

え

て

い

た

の

で

あ

る

が
､

シ

ュ

ム

ベ

ー

タ

ー

自
身
は

､

新
し
い

生

産
が

新
し
い

欲

望

を

創
り

出
す
よ

う
な

オ

ー

ト

ノ
マ

ス

･

イ
ン

ヴ
+

ス

ト

メ

ン

ト

を

主

導
部
門
と

し

て

経

済
成
長
(

非

連
続

的

な

革
新
)

を

考
え

た
｡

こ

の

こ

と

は
､

マ

ー

シ

ア

ル

も

あ

る

握
度

認

め

て

い

た
｡

ロ

ス

ト

ウ

は
､

シ

ュ

ム

ぺ

一

々
.

-

に

従
っ

て
､

経
済
部
門
を

三

つ

の

範
疇
に

区

分

す
る

｡

第
一

は
､

一

次

的
成
長
部
門
で

あ

り
､

｢

こ

こ

で

は

技
術
革
新
導
入

の

可
能
性
と

有
利
な

新
資
渡
な
い

し

は

従

来
放
置

さ

れ

て

い

た

資
渡
の

利
用
の

可
能
性
と

が
､

高
度
の

成
長

率
を

生

み

出
し

､

経
済
の

他

部
門
の

中
に

拡
大
し

ょ

う
と

す
る

力

を

呼
び

起
す
+

(

七
一

頁
)

｡

第
二

は
､

副
次

的

成

長
部
門
で

あ

り
､

｢

こ

こ

で

は

急
速
な

進
歩
が

一

次

的

成
長
部
門
に

お

け

る

進

歩
に

直
接
応

え
て

ー
あ

る

い

は

そ

こ

で

の

進
歩
の

必

要
条
件
と

し
て

ー
起

ノ
㍉



こ

る
｡

た

と

え

ば
､

鉄
道
と

の

関
連
で

､

石

炭
･

鉄
･

機

械
工

業

が

発
展
す
る

こ

と

が

あ

げ

ら
れ

る
+

(

七
二

頁
)

｡

第
三

は
､

誘

導

Y

ノ

成
長
部

門
で

あ

り
､

｢

こ

こ

で

は

進

歩
が

､

実

質

所

得

絵

額
･

人

口
･

工

業
生

産
等
の

増
大

･

そ

の

他
の

緩
慢
に

増
大

す
る

全

体

的

( 55) 農 本文 献解題

変
数
等
と
の

比

較
的

安
定

的
な

関
係
に

お

い

て

起
る

｡

人
口

と

の

関
係
に

お

け

る

食
糧
産
出
高
や

､

家
族
構
成
と

の

関

係
に

お

け

る

住
宅

警
戒

は
､

こ

の

種
の

古
典
的

誘
導
関
係
に

他

な

ら

な
い
(

七

二

頁
)

｡
一

次
的

お

よ

び

副
次

的

成

長
部
門
は

､

本

質
的
に

は
､

供
給

側

の

変
化
に

よ

る

経
済
成

長
で

あ

り
､

誘
導
成
長

部
門
は

､

需
要

側

の

変
化
に

よ

る

経

済
成

長
で

あ

る
｡

供
給
と

需
要
と

の

何
れ

が

経

済
成

長
の

真
の

動
因
で

あ
る

か
､

と
い

う

間
に

対

し
て

､

｡

ス

ト

ウ

は
､

シ

ュ

ム

ベ

ー

タ

ー

や

ド

ッ

ブ

と

共
に

､

供
給

側
が

基
本

的

に

重

要
だ

と
い

う
｡

し

か

し
､

ロ

ス

ト

ウ

は
､

マ

ー

シ

ァ

ル

を

媒

介
と

し
て

､

シ

ュ

ム

ベ

ー

タ

ー

や

ド

ッ

ブ

に

此

し
て

需
要
側
を

よ

り
重

視
す
る

｡

マ

ー

シ

ァ

ル

は

ま

た
､

経

済
成

長
段
階
が

極

め

て

底
い

時

に

は
､

生

酒
必

需
品
の

需
要
が

供
給
を

リ

ー

ド

す
る

が
､

し
か

し

文

明
の

度
合
が

進
ん

で
､

便
宜

品
､

快
適
品
が

大
き

な

比

重

を

占
め

る

よ

う
に

な
る

と
､

新
し
い

生

産
活
動
が

新
し
い

欲
望
を

創
り

出

す
(

ガ

ル

プ

レ

イ

ズ

の

依

存

効

果
の

先

駆
)

面
が

重

要
に

な

る
､

と

い

っ

て
､

段
階
に

よ
っ

て
､

経

済

成

長
を

リ

ー

ド

す
る

の

は

需
要
か

供
給
か

と

い

う

問
題
に

一

.

つ

の

妥
協
的

解
決
を

与
え

て

い

た
｡

こ

の

考
え

方
を

基
本

的
に

受
け

入

れ

つ

つ
､

ロ

ス

ト

ウ

は
､

も

う
一

つ

の

段
階
を

付

加

す
る

｡

そ

し

て
､

｢

高
度
大

衆
消

費

時

代
に

な

る

と
､

主

導

部
門
は
そ

れ

以

前
の

段
階
よ

り

も

よ

り

多
く

需
要
要

因
に

依
存
す
る

よ

う
に

な
る
+

(

七

二

頁
)

と

い

う
｡

こ

れ

は
､

ワ

リ

プ

チ

の

｢

生

産
重

点

経
済
+

か

ら
･｢
消
費
重

点

経

済
+

へ

の

推

移
と

軌
を

一

に

し
て

い

る
｡

(

2
)

私

的
セ

ク

タ

ー

と

公

的
セ

ク

タ

ー

の

区

別

は
､

旧

く
か

ら

あ
っ

た
｡

こ

れ

は
､

需
要

面
と

供
給
面
と

に

分
け

で

考
え

る

こ

と
が

出
来
る

｡

需
要
面
で

は
､

企
業
や

家
計
の

嗜
好
や

選

択
に

よ

っ

て

作
ら

れ

る

私

的
な

需
要
と

､

政

府
の

決
定

に

よ
っ

て

作
ら

れ

る

公

的
な

需
要
と

が

区

別

さ

れ

う
る

｡

供
給

面
で

は
､

私

的

生

産

力

と

公

的
生

産
力
と

が

区

別
さ

れ

う

る

(

こ

の

両

者
を

合
わ

せ

て

周

民

生

産
力
な
い

し

社

会

的

生

産
力
と

い

う
)

｡

こ

の

区

別

は

実

は
､

大

し

た

問
題
で

は

な
い

｡

重

要
な
の

は
､

こ

こ

で

も

ま

た
､

何
れ

の

セ

ク

タ

ー

が

経
済
成

長
に

対

し
て

よ

り

決
定
的

･

主

導
的

な

役
割

を

も
っ

て

い

る

か
､

と
い

う
点

に

つ

い

て

の

認
識
で

あ

る
｡

古

典

∂

学
派
と

同

様
近

代
経
済
学
に

お

い

て

も
､

主
流
的
な

考
え

方

は
､

朗

替､-_
＼
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私

的
セ

ク

タ

ー

が

主

導
的
役
割
を

担
い

､

公

的
セ

ク

タ

ー

は

補
整

的
な

役
割
を

果
し

て

い

る
､

ま

た

そ

う
す
べ

き
だ

､

と
い

う
旧
小

常
識
の

上

に

立
っ

て

い

る
｡

こ

れ

に

対

し
て

､

ロ

ス

ト

ウ

は
､

例

ぇ
ば

､

鉄
道
の

例
を

も
っ

て

来
て

､

鉄
道
と
い

っ

た

公

的
セ

ク

タ

ー

が

需
要
で

も

供
給
で

も
､

経

済
成
長
の

主

導
的
役
割
を

果
す
場

合
が

あ
る

こ

と

を
､

一

般
的
な

ケ

ー

ス

と

し
て

確
立

し
た

｡

こ

の

外
､

ロ

ス

ト

ウ

は
､

普
通
に

は

部
門
分

割
と

は

い

わ

れ

て

い

な
い

が
､

し

か

し

経

済
成

長
の

動
因
や

さ

ら

に

戦
略
的

変
数
を

見
る

場
合

に

重

要
な

､

他
の

幾
つ

か

の

区

別
を

導
入

す
る

｡

利
潤

動
機
と

権
力
動
機

､

国

内

的

要
因
と

国

外

的
要
因

等
で

あ
る

｡

そ

し
て

､

こ

れ

ら

す
べ

て

を

重

ね

合
わ

せ

て
､

自
分
の

｢

新
し

い

発
展
の

経
済
学
+

の

骨
蒋
を

作
り

上

げ
る

｡

ヌ

ル

ク

セ

の

議
論

と

対
比

し

て

み

る

と
､

ロ

ス

ト

ウ

の

特
徴
が

よ

く

分
る

｡

ヌ

ル

ク

セ

は
､

『

外

国

貿
易
と

経

済
発

展
』

一

九
五

九

年
の

中

で
､

三

つ

の

開
発
重

点

方

式
を

区

別

し

た
｡

(

一

)

工

業
国

向
け

第
一

次

製
品

産
業
重

視
の

方

式

(

二
)

工

業
国

向

け

低
度
工

業
製
品

産
業
重

視
の

方

式

(

三
)

国
内

市
易
向

け
の

低
度
工

業
製
品

産
業
重

視
の

方

式
が

こ

れ

で

あ

る
｡

こ

れ

に

対

し
､

私
は

､

(

四
)

国

内

公

的
セ

ク

タ

ー

向

け

社

会

資
本
と

重

化

学
工

業
製

晶

産
業
重

視
の

方

式
を

付

加
し

た
｡

そ

し
て

､

.
日

本
で

は

初
期
か

紺
ワ

リ

ら
こ

の

四

つ

と

も

が

同

時
に

進
行
し

た

と
い

う
こ

と

を

指
摘
し
て

お

い

た

(

前
掲

｢

後
進

国

開

発

理

論
の

文

献
と

動
向
+
)

｡

ロ

･ス

ト

ウ

も
､

こ

の

す
べ

て

が

重

要
な

意
味
を

も

ち

う
る

こ

と

を

認
め
る

｡

が
､

し

か

し

先

行
条
件
整

備
期
に

お

い

て
､

経
済

成

長
の

最
も

戦
略
的
な

部
門
は

何
か

､

と

い

う

問

を

問

題

に

し

つ

っ
､

自
ら

の

議
論
の

重

点

を

明

ら
か

に

し

て

行
く

｡

そ

し

て
､

現

在
の

後
進
国
に

と
っ

て

(

三
)

を
一

番
重

視

す
る

ヌ

ル

ク

セ

を

批

判
す
る

｡

ま

ず
､

(

一

)

が

有
利
で

あ
っ

た

の

は
､

主

と
し

て

ア

メ

リ

カ

等
の

｢

特
殊
な

場
合
+

に

属
す
る

国
々

だ

け
で

あ

る

と
い

う

(

こ

の

点
､

ヌ

ル

ク

セ

と

軌

を
一

に

し
て

い

る
)

｡

(

一

)

と

(

二
)

を

全

体
と

し

て

輸
出
部
門

と

す
る

と
､

｢

輸
出

部
門
の

帝
展
は

そ

れ

自
身
で

は

け
っ

し
て

資
本

形
成
の

促
進
を

保
証

す
る

も
の

で

は

な

い
+

(

六

七

頁
)

と

い

う
｡

(

三
)

に

つ

い

て

も
､

例

え

ば

｢

綿
織

物
工

業
の

発
展
は

国
内

需
要
を

十

分
に

充

た

す
こ

と

が

で

き

た

場

合
で

も
､

一

般
に

は

自

己

維
持
的
成
長
過

濯
に

乗
り

出
す
に

十

分

な

衝
動
を

そ

れ

白

身
の

中
に

作
り

出
す
こ

と

が

な

か
っ

た
+

(

一
七
三

頁
)

と
い

う
｡

と

な
る

と
､

ロ

ス

ト

ウ

が

先

行
条
件
整
備
期
に

決

定
的
に

重

要

視
し
て

い

る

の

は
､

反

撥
型

ナ

シ

ョ

サ

沙

ズ

ム

の

政

治
的

･

社

会
的
必

要
か

ら

社

会
資
本
を

建
設

す
る

こ

と
､

■
そ

し

て
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社

会

資
本
は

大

規
模
な

投
資
が

一

挙
に

投
入
さ

れ

ね

ば

な
ら

ぬ

た

め

に

そ

れ

白
ら
オ

ー

ト

ノ

マ

ス

･

イ

ン

グ
ェ

ス

ト

メ

ン

.
ト

の

役
割

を

果

す
こ

と
､

で

あ

っ

た

(

国

家

に

よ

る

社

会

資
本
の

建

設
を

オ

ー

ト

ノ

マ

ス

･

イ

ン

ベ

ス

ト

メ

ン

ト

と

し

て

積
極
的
に

重

視

す
る

考
え

方

は
､

ク

リ
ハ

ラ

『

経

済
発

展
の

ケ

イ
ン

ズ

沢

理

論
』

一

九
五

九

年
に

も

見
ら

れ

る
)

｡わ

れ

わ
れ

は
､

従

来
､

内

か

ら
の

成
長
と

外
か

ら

の

成
長

､

下

か

ら
の

成

長
と

上

か

ら
の

成

長
と
い

う
区

別
を

も
っ

て
､

イ

ギ

リ

ス

と

日

本
と

を

比

較
し

､

イ

ギ

リ

ス

を
正

常
と

し
た

上

で

日

本
の

特
殊
性
を

は

か

る

こ

と

が

多
か
っ

た
｡

が
､

イ

ギ

リ

ス

の

先

行
条

件
整
備
期
は

む
し

ろ

特

殊
で

あ

る
｡

先

行

条
件
整
備
期
に

お

い

て

は
､

何
れ

か

と

い

え

ば
､

外

か

ら
の

上
か

ら
の

成
長
の

方
が

､

日

本
を

含
め
て

世

界
各

国
の

近

代
的
経

済
成

長
の

経

験
と

し

て

は
､

よ

り
一

般
的
な

も
の

で

あ

る
､

と
い

う
こ

と
を

､

ロ

ス

ト

ウ

の

経

済
成
長
理

論
は

教
え
る

の

で

あ

る
｡

ロ

ス

ト

ウ

白
身

､

こ

う
い

っ

て

い

る
｡

｢

本
書
に

示

さ

れ

て

い

る

近

代

史
の

展
開
に

関

す
る

見

解
は

､

近

代

打

本
史
の

研

究
に

負

ぅ

と
こ

ろ
が

大
き
い

｡

近

代
日

本
の

歴
史

芦
酉
-

ヨ

ロ

ッ

パ

お

よ

び

ア

メ

リ

カ

合
衆
国
の

そ

れ

と

は

多
く
の

点
に

お

い

て

異
な
っ

て

い

る

-
は

､

社

会
科
学
者
の

一

般
化
の

能
力
に

対

す
る

一

つ

の

挑

戦
で

あ

る
｡

経
済
進
化

の
一

般
的
分

析
の

大
部
分
の

も
の

-

-
カ

ー

ル

･

マ

ル

ク

ス

の

そ

れ

を

含
む

ー
は

､

日

本
の

経
験
を

利
用

す
る

こ

と

な

し
に

な
さ

れ

て

き

た
｡

そ

れ

ら
は

､

こ
､

三

の

西
ヨ

一

口

γ

パ

の

国

家
の

む

し

ろ

特
殊
な

経
験
に

よ
っ

て

不
当

に

色
づ

け

さ

れ

て

い

る
｡

近

代
日

本
の

物
語
り

は

わ
れ

わ

れ

が

共

通

に

も
つ

知
識
を
い

ち

じ
る

し

く

豊

富
な

ら

し

め

た

の

で

あ

る
+

(

日

本

語

版
へ

の

ま

え
が

き
､

九

頁
)

｡

R
H

本
の

経

験
が

一

.
般
的
な

も
の

と

し
て

役
立

ち

う
べ

き

今
一

つ

の

例
は

､

農
業
と

工

業
と

の

関

係
で

あ
る

｡

今
度
は

､

先

行
条
件

斯
か

ら

離
陸
期
の

方
に

少
七

焦
点

を

移
し
っ

つ
､

ロ

ス

ト

ウ

と

共

に

こ

の

間
題

を

考
え
て

み

よ

う
｡

ロ

み

ト

ウ

は
､

離
陸
の

三

つ

の

定

義
の

二

番

目

の

支
柱

と

し

て
､

｢

十

分
な

カ
を

も
っ

た
一

つ

な
い

し
そ

れ

以

上

の

製
造

業

部

門
が

高
い

成
長
率
を
も
っ

て

発
展
す
る

こ

と
+

(

五

三

頁
)

と
い

う

の

を

あ

げ
て

い

る
｡

従
っ

て

農
業
か

工

業
か

と
い

う
場
合

､

工

業

部
門
を

主

導
的
と

し
て

い

る

こ

と

は

間
違
い

な
い

｡

先

行

条
件
整

備
期
に

お

い

て

社
会
資
本
(

特
に

鉄

道
)

部
門

を

決

定

的
に

重

視

し

た

の

ほ
､

そ

れ

が

市
場
拡
大
効
果

､

主

要
輸
出
産
業
部
門
拡

大

効
果

､

近

代

的
な

基
幹
産
業
(

石

炭
･

鉄
･

■
機

械
工

業
)

拡

大

効

果

▲7

等
を

も

つ

点
を

高
く

評

価
し
た

か

ら
で

あ
っ

た

が
､

.
離
陸
期
に

お

溺
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業
の

利
益

と

過

小

な

資
漁
た

る

資
本
の

短

期
･

限

界
･

私
的

生

産

力
の

極
大
だ

け

を

重

視

し

て

何

よ

り

も

農

業
(

と

小

規

模

企

業
)

か

ら

始
め
る

べ

き

だ
､

と
い

う
プ
ァ

イ

ナ

ー
､

バ

ウ

ア

一

流
の

議

論
に

対

し
て

､

ロ

ス

ト

ウ

は
､

離
陸
の

た

め

に

は
､

漸
次

的
改

良

の

外
に

､

九

強
い

非
連
続
的
な

飛

躍
を

遂

げ
る

た

め
ゐ

異
常
な
エ

ネ

ル

ギ

ー

が

必

要
で

あ

り
､

こ

れ

に

は

ナ

シ

ョ

ナ

リ

ズ

ム

に

基
/

､

社
会

資
本

と

工

業
生

産
力
の

主

導
的

･

牽
引

車
的

役
割
が

不

可

欠

で

あ

る

と

主

張
す
る

｡

こ

う
し

て
､

ロ

■
ス

ト

ウ

は
､

ヌ

ル

ク

セ

の

い

わ

ゆ

る

農

業
と

工

業
と

の

｢

結
合
的
成
長
+

を
一

応
肯
定

す
る

｡

し

か

し

現

代
成

長

理

論
の

頂
点
に

立
つ

と

い

わ

れ

る

ヌ

ル

ク

セ

に

此

し
て

､

ロ

ス

ト

ウ

の

そ

れ

は
､

さ

ら
に

一

歩
進
ん

で

い

る
｡

と

い

う
の

は
､

ヌ

ル

ク

セ

の

場
合

､

▼
私

企

業
の

利
潤
動
機
を

中

心
に

議
論
を

進

め
､

し

か

も

独
立

投
資
と

誘
発
投

資
､

私

的
セ

ク

タ

ー

と

公

的
セ

ク

タ

ー
､

部
門
別
の

主

導
と

従

属
､

長

期
と

短

期
､

私

的

限

界
生

産
力

と

社

会
的
平
均
生

産
力
と

の

区

別
を

理

論
体

系
の

中
に

と

り

入
れ

て

い

な
か

っ

た
｡

ロ

ス

ト

ウ

は
､

こ

れ

ら

を

積
極
的

に

と

り

入

れ

て
､

｢

重

点

を

も
っ

た

結
合

的

成

長
+

の

理

論
を

構
築

す
る

常

識

的
な

土

台
を

整
え

た

の

で

あ

る
｡

こ

こ

に

は

実

は

新

奇
な
も
の

は

何
も

な
い

｡

が
､

巧
み

な

折
衷
は

一

つ

の

独

創
で

あ

る

と

い

わ

れ

う
る

何
も
の

か

が

あ
る

｡

(

一

橋
大
学

講
師
)

▲/
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