
れ

書

評

天

利
長
三

者

『

金

融
理

論
の

基

本

問
題
』

-
昭

和
三

一

年

､
吉

野

昌

甫

天
利
氏
の

新
著
は

著
者
の

序
に

あ

る

如
く

､

昭

和
三

一

年
夏
全

国
地

方

銀
行
協
合
で

開
催
さ

れ

た

｢

銀
行
講
座
+

に

於
け
る

同
一

題
目
で

の

三

岡

の

講
義
を

基
礎
と

し

た

も
の

で

あ

る
｡

し

か

し

新
著
は

五

百

頁
に

及
ぶ

大

著
で

著
者
の

年
来
の

主
張
が

豊
富
な

学
説

史
的
研
究
の

裏
付
け
を

も
っ

て

厳
し

く

展
開
さ

れ
て

い

る
｡

従
っ

て

そ
の

内

容
は

あ

く

ま
で

ア

カ

デ
､

､

､

ッ

ク

な
も
の

で

あ

り
､

金
融
理

論
に

濁
自
の

方
法
論
的
基
底
を

輿
え

ん

と

す

る

著
者
の

思
考
は

讃
者
に

激
し
い

学
問
的
努
力
を

要
求
す
る

｡

目
次
の

内
諾
を

簡
畢
に

紹
介
す
る

と

次
の

如
く
で

あ
る

｡

第
一
編

貨

幣
経
済
社
食
の

基
本
的
性
格

⊇
第

一

革

質
幣
経
済
の

態
様

､

第
二

章

貨
幣
経
済
の

分
析

､

第
二

編

質
物
経
済
の

想
定

-
第
三

重

責
物

評

経
済
分
析
の

要
請

､

第
四

章

資
本
主
義
経
済
の

骨
格

､

第
三

編

書
物

経
済
と

貨
幣
経
済

-
第
五

重

交
渉
面
に

お

け

る

基
本
問
題

､

第
六

章

利
子

と

物
偶
の

動
盤

､

第
七

草

金
融
理

論
の

領

域
と

課
題

､

結
語

｡

( 6 1 ) 書

初
め

に

こ

の

著

書
の

内
容
を

紹
介
し
､

次
に

論

者
の

本
書
に

封
す
る

見

解
を

述
べ

た

い

と

思
う

｡

な
お

以

下

論
述
中
の

引
用

頁
は

本
署
苔
の

も

の

で

あ
る

｡

【

著
者
に

よ

る

と
､

｢

第
一

編
芯

お
い

て

は
､

あ

く

ま

で

自
説

を

さ

け
て

貨
幣
経
済
の

賓
際
と

理

論
を

展
開
し

た
｡

ま

ず
､

わ
が

国
に

お

け
る

貨
幣

経
済
に

つ

い

て

の

簡
単
な

賓
置
分
析
を

試
み

､

通
貨

･

物
償

･

所
得
の

疏

野
よ

り

考
察
し
､

つ

い

で
､

今
日
の

科
挙
の

た

ど

り
つ

い

た

貨
幣
経
済
理

論
に

よ
る

分
析
方
法
を

詳
細
に

吟
味
し

､

貨
幣
経
済
の

基
本
的
性
格
が

ど

こ

に

あ
る

か

と
い

う
こ

と

を
､

明
ら

か
に

せ

ん

と

努
め

た
+

(

四

九

九

頁
)

と

し
て

い

る
｡

第
一

編
を

形
成
す
る

第
一
章
｢

貨
幣
経
済
の

態
様
+

と

第
二

章
｢

貨
幣

経
済
の

分
析
+

に

於
て

天

利
氏
は

現

茸
の

経
済
社
食
の

欒
化
の

動
向
を

､

通

貨
､

物
債
及
び

所
得
壁
化
の

資
際
の

動
向
に

と

ら
え

､

そ
こ

か

ら

不

安

定
の

経
済
と

し
て

の

貨
幣
産
臍
の

各
種
の

特

質
を

浮
彫
り

に

し

て

く

る
｡

同
時
に

貨
幣
経
済
と

し
て

の

資
本
主

義
経
済
社
食
の

制
度
的

､

歴

史
的
欒

化
を

反
映
す
る

も
の

と
し

て
､

通
貨
か

ら

物
僻

､

さ

ら
に

所
得
へ

の

理

論

的
武
器
の

移
り
か

わ

り
を

天
利
氏
は

関
連
づ

け
る

｡

従
っ

て

貨
幣
分
析
の

頂
鮎
を

示

す
も
の

と

し
て

の

所
得
分
析
と

貨
幣
経
済
の

結
び
つ

き
の

追
求

が

第
二

葦
に

於
け
る

著
者
の

研
究
の

中
心

を

な

し
て

い

る
｡

そ

の

場
合

､

一

著
者
の

貨
幣
分
析
と

し
て

の

所
得
分
析
の

中
心

概
念
は

何
か

､

又

貨
幣
経

済
に

は

如
何
な

る

内
容
が

盛
込
ま

れ

て

い

る

か
､

が

嘗
然
に

問
題
と

な

る

で

あ
ろ

う
｡

天
利
氏
に

よ

る

と
､

｢

貨
幣
経
済
+

の

特
質
と

し
て

次
の

諸

事

箕
が

あ

げ
ら

れ

て

い

る

(

五

四

-
五

八

東

参

照
)

｡

仰
そ

れ

は

虚
期
納
税
鮎
に

た
っ

た

通
貨
の

動
き

を

中
心

と

す
る

流
通
経
済

"



一 橋論叢 第四 十 葛 第 一 競 ( 6 2 )

の

卿
面
を

示
す
も
の

で

あ

る
｡

叩
こ

1

で

の

通
貨
の

機
能
は

た

ん

に

交
換

･

媒
介
手
段
と

し
て

の

役
割
を

果
す
だ

け
で

な

く
､

む

し

ろ

慣
値
保
戒
の

機
能
が

強

調
さ

れ

ね

ば

な

ら

な
い

｡

…

11 1

そ
れ

は

三

成
的
硯
鮎
に

た
っ

た

所
得
面
か

ら
と

ら

え

ら

れ

た

も
の

で
､

不

完
全
雇
傭
の

成
立
を

含
む

も
の

で

あ
る

.
｡

.

Ⅳ

経
済
諸
量
は

す
ぺ

て

現
賓
的

･

具
磯
的
な

貨
幣
額
で

表
示
さ

れ

る
｡

M
又

貨
幣
経
済
は

連
績
的
な

経
済
の

流
れ

を
一

つ

の

期
間
で

切

断
し
て

把

握
さ

れ

る
｡

こ

の

よ

う
に

想
定
さ

れ

た

贋
簡
経
済
の

動
き
を

解
明

す
る

た

め
の

貨
幣

分
析

､

従
っ

て

所
得
分
析

､

の

中
心

的
概
念
は

､

著
者
に

よ

る

と
､

｢

貨
幣

的
均
衡
+

概
念
で

あ

る
｡

｢

こ

の

貨
幣
経
済
を

中
心

と

し
て

み

る

と

き
､

そ
こ

に
､

一

つ

の

基
本
的
な

髄
系
が

あ

る
こ

と
が

指
摘
で

き

る
｡

+

(

五

八

頁
)

､

｢

す
な
わ

ち
､

貨
幣
的
均

衡
は

､

貨
幣
市
場
に

お

い

て
､

流
動
性
選

好
に

も

と
づ

く

短
期
的
均
衡
と

投
資
貯

蓄
の

よ

り

長
期
的
均
衡
と
の

一

致

鮎
､

い

い

か

え

れ

ば
､

L L

曲
線
と
鵜

曲

線
と
の

交
鮎
で

成
立
す
る

と
い

え

よ

う
｡

こ

の

考
え

方
は

､

の

ち

に

み

る
ご

と

く
､

問
題
鮎
も

す
く
な

く

な

い

が
､

貯
蓄
と

投
資
を

､

い

ず
れ

も

所

得
水
準
の

函
数
と
み

な

し
､

各
種

の

経
済
諸
量
の

関
係
を

同
時
的
に

考
慮
す
る

こ

と
に

よ
っ

て
､

資
本
主

義

生

産
の

分
析
に

一

歩
を

進
め

た

と
い

う
こ

と

だ

け
は

い

え

る

で

あ

ろ

う
+

(

六

四

頁
)

と

著
者
は

主
張
す
る

｡

第
二

編
で

の

著
者
の

ね

ら
い

は
､

｢

こ

の

よ
ゝ

}

な

貨
幣
経
済
に

つ

い

て

の

こ

れ

ま
で

の

分
析
を

吟
味
し
､

つ

い

で
､

そ

こ

に

賓
物
経
済
的
分
析
の

重
要
性
を

強
調
す
る

と

と

も
に

､

そ
の

間
短
鮎
を

明

確
に

せ

ん

と

し
た

｡

こ

1

で

は
､

か

な

り

覿
く

､

自
説
を

前
面
に

お

し

だ

す
+

(

四

九

九

頁
)

甜

と
い

う
こ

と

で

あ
っ

た
｡

著
者
は

第
二

編
で

の

意
尚

を

要
約

し

て
｢

少

く

と

も

資
本
主
義
経
済
の

根
幹
と

し
て

､

書
物
経
済
が

､

つ

ね
に

貨
幣
脛

簡
に

た

い

し

て
､

最
も

狭
め

ら

れ

た

意
味
で

の

枠
を

形
づ

く
っ

て

い

る

こ

と

は

明

白
だ

か

ら
で

あ

る
｡

し

か

し

だ

か

ら
と

い

っ

て

貨
幣
ヴ

ェ

ー

ル

観

を

正

し
い

と
み

る

わ

け

で

は

な

く
､

そ
の

反
面
に

お
い

て
､

貸
簡
の

働
き

が
､

こ

の

枠
を

根
抵
か

ら

改

愛
で

き

な
い

.

に

し
て

も
､

そ
の

大
き
さ

と

方

向
を

､

い

ち

じ
る

し

く

左
右
す
る
こ

と

を

香
定
し

な
い

｡

こ

の

よ

う
な

就

鮎
か

ら
､

こ

の

第
二

編
で

は
､

ま

ず
､

資
本
主
義
経
済
の

動
き

を

貨
幣
経

済
の

側
面
に

か

ぎ
っ

た

考
察
が

､

果
し
て

､

ど
の

程
度
ま

で
､

わ

れ

わ

れ

を
､

理

論
的
に

も
､

賓
際
的
に

も

満
足
さ

せ
て

く
れ
る

か

を

吟
味
し
､

つ

い

で
､

そ
の

根
抵
に

想
定
さ

れ

る

資
本
主
義
経
済
の

骨
覿
と

し

て

の

貨
物

経
済
の
■
蛮
を

と

り

あ

げ
よ

う
と

お

も

う
+

(

九
二

-
九
三

頁
)

と

述
べ

て

い

る
｡

ま

ず
､

第
三

章
｢

賓
物
経
済
の

要
請
+

で

は

貨
幣
経
済
分
析
の

充
分
な

検
討
か

ら

賓
物
経
済
分
析
へ

の

要
請
が

導
出
さ

れ
る

が
､

著
者
の

主

鮎
は

所
得
分
析
の

吟
味
に

置
か

れ

て

い

る

よ

う
に

思
わ

れ

る

■
｡

天
利
氏
の

あ

げ

る

所
得
分
析
へ

の

疑
問
鮎
は

次
の

如
く
で

あ
る

(

一

〇
四

-
一

一

二

頁
参

照
)

｡

巾
国
民

所
得
概
念
は

技
術
的
に

経
済
肩
祉
の

指
標

と

し

て

の

困

難
を

含

む
｡

00
流
量
と

し
て

の

国
民

所
得
分
析
は

資
本
形
成
の

問
題
や

､

定
量

分
析
で

な

く
､

定
性
分
析
の

必

要
性
に

充
分
に

答
え

得
る

か

ど

う
か

疑

問
で

あ

る
｡



寧
〕

)

.
伸
そ

れ

は

又

有
数
需

要
論
に

到
達
す

.
る

ま
で

の

再
生

産
過
程

･

所
得
晋
現

過
程
を

不

問
に

ふ

し
て

い

る

鮎
､

資
本
主

義
経
済
に

安
富
す
る

濁
自
の
.

嵐

展
法
則
の

解
明
が

そ

れ
に

よ
っ

て

充
分
に

連
行
さ
れ

難
い

｡

帥
そ

れ
は

資
本
主
義
経
済
に

於
て

具
膿
的
に

個
人
が

お

か

れ

て

い

る

融

合

関

係
の

表
示

た
る

分
配
問
題
を

､

不

問
に

ふ

す
る

か
､

又
は

少
く
と

も

輿

え

ら

れ

た

も
の

と

見
倣
し

て

い

る
｡

M
そ
れ

は

絶
供
給
函

数
の

研
究
に

於
て

殆
ん

ど

な

す

虚
が

少
く

､

従
っ

て

貨
幣
経
済
が

安
物
経
済
か

ら

分
離
さ

れ

る

と

と

も

に
､

貨
幣

経
済
に

お

け

る

生

産
技
術
的
側
面
ま
で

も

考
察
の

そ

と
に

お
い

や

ら

れ
て

し

ま
っ

た
｡

第
四

章
｢

資
本
主
義
経
済
の

骨
格
+

に

於
て

､

著
者
は

第
三

編
に

於
け

る

中
心

的
論
旨
の

展
開
の

理

論
的
地

固
め

を

行
う

｡

つ

妄

り

安
物
経
済
の

規
定
と

そ
の

よ

う
な

賓
物
経
済
と
し

て

の

資
本
主
義
経
済
の

基
本
的
特
徴

の
.

追
求
が

な

さ

れ
る

｡

資
本
主
義
経
済
に

あ
っ

て

の

書
物
経
済
は

､

著
者
に

よ

り

次
の

如
く

想

澄
さ

れ

る

(

一

一
九

-
一

二

二

頁
参
照
)

｡

㈹
ケ
こ

で

は

す
べ

て

の

財
貨

に
つ

い

て

慣
侶
と

慣
格
の

一

致
が

見
ら

れ
､

貨
幣
に

つ

い

て

は

そ

の

よ

う

な
一

致
を
も

た

ら

す
商
品
貨
幣
が

流
通
す
る

｡

叫
牛
生

産
物
の

債
値
総
額

は

資
本
部
分
を

形
成
す
る

桝
田
定
資

本
の

減

債

償

却

費
と

仲
原
料

､

燃

評

料
､

及
び

所
得
部
分
を

形
成
す
る

M
賃
銀

∴
地

代
■･

利
子
と

ゆ
飴
剰
か

ら

な
っ

て

い

る
｡

M
賓
物
経
済
の

要
は

た

ん

な
る

貨
幣
で

は

な

く

貨
物
資
本

( 6 3 ) 書

の

流
れ
に

よ
っ

て

特
色
づ

け

ら

れ

る
｡

従
っ

て

観
察
の

封
象
は
フ

ロ

ー

だ

け
で

な

く
ス

ト
ッ

ク

を

も
ふ

く

み
､

そ
の

期
間
は

長
期
的
で

あ

る
｡

糾

そ

し
て

最
濾
重

要
な
こ

と

は
､

社
食
絶
生

産
物
の

最
終
的
決
定

因
が

､

生

産

諸
要
素
の

紆
合
着
の

意
思
と
い

う
よ

り

は

む

し

ろ

資
本
の

再
生

産
過
程
に

於
け

る

自
然

的
･

杜
曾
的

･

技
術

的
な

一

定
の

條
件
に

求
め

ら

れ

る
､

と

い

う
こ

と
で

あ
る

｡

次
に

資
本
主
義
的
賓
物
経
済
の

基
本
法
則
と

し
て

の

交
換
原
理

と

徐
剥

が

論
ぜ

ら

れ

る

二
父

換
原
理

の

基
底
を

な

す
も
の

と

し
て

､

ま

ず
貨
幣
に

関
す
る

諸
様
相
が

論
ぜ

ら

れ

る
｡

こ

の

部
分
の

研
究
は

理

解
に

困
難
な

と

こ

ろ

が

多
い

が
､

著
者
の

濁
創
的
な

見
解
が

展
開
さ

れ
､

数
え

ら

れ

る

と

こ

ろ

が

多
い

｡

そ

し
て

著
者
の

基
本

的
見
解
は

客
観
的
償
侶
尺
度
の

必

然

性
と

単
な
る

通
貨
と

掻
分
さ

れ

た

本
位
貨
幣
と

し
て

の

貨
幣

､

従
っ

て

そ

の

背
後
に

あ
る

客
観
的
債

値
､

の

必

然
性
に

求
め
ら

れ

よ

う
｡

し
か

も

著

者
の

場
合

､

こ

の

よ

う
な

見
解
は

著
者
の

金
融
政
策
へ

の

考
え

方
に

ま
で

見
事
に

結
資
し

て
■い
る

｡

更
に

飴
剰
に

関
す
る

著
者
の

見
解
も

努
働
償
値

論
に

よ

り

貫
か

れ
､

飴
剰
債
値
の

嶺
生

渡
は

生

産
虎

行
的
な

生

産
諸
侯
件

の

配
分

､

従
っ

て

根
本
的
に

は

資
本
の

運
動

､

つ

ま

り

賓
物
資
本
の

再
生

産
過
程
に

よ
つ

て

把
握
さ

る

べ

き
で

あ
る

と

著
者
は

主

張
す
る

｡

い

う
ま

で

も

な

く
こ

の

部
分
の

著
者
の

理

論
的
立

場
は

マ

ル

ク

ス

の

再
生

産
表
式

の

考
え

方
に

俵
接
す
る

も
の

で
､

著
者
に

よ

り

作
成
さ

れ

た

｢

質
物
経
済

循
環
園

型
+

(

一

七

四

頁
､

第
2 1

園
)

は

以

後
の

思

考
に

於
て

前
提
さ

れ
､

又

わ

れ

わ

れ
の

理

解
を

助

け
る

こ

と
が

少
く

な
い

｡

し

か

し

第
二

編
の

｢

む

す
び
+

の

｢

わ

た

く
し
は

､

償
格
経
済
撃
と

し

て

の

主
観
主

義
理

論
を

見
捨
て

る

ど
こ

ろ
か

､

そ
れ

が

も
つ

現
象
形
態
の

把
握
方
法
と

､

そ
の

卓
越
し

た

分
析
用
具
を

認
め

､

慣
格
経
済
を

俗
流

経

済
学
と

し
て

捨
て

さ

る

こ

と

餅
で

き

な
い

と

考
え

て

い

る
｡

つ

ま

り

端

的

に

い

っ

･て
､

わ

た

く

し
は

､

古
典
汲
の

理

論
構
造
の

本
質
部
分
は

､

.
少
く

と

も

事
後
の

理

論
と

し

て

は
､

眞
理
の

重
要
な

構
成
要
素
で

あ

る

と

み
て

鮎
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こ

れ

を

繊
承
す
る

と

同
時
に

､

他
方
で

は
､

事
前
の

理

論
と

し
て

は
､

む

し

ろ

近
代
理

論
の

態

度
に

な

ら
っ

て
､

古
典
汲
の

構
造
を
い

ち

じ
る

し

く

欒
化
さ

せ

る

よ

う
な

作
用
を

も

考
慮
す
べ

き

で

あ

る

と

考
え

て

い

る
+

(

一

九
八

東
)

と
の

天
利
氏
の

言
葉
に

わ

れ

わ

れ

は

注
目
せ

ね

ば

な

ら

な

ヽ

0

､
.

V

以
上
の

如
き
理

論
展
開
の

準
備
の

後
に

､

天
利
氏
は

第
三

編
で

中
心

的

主
題
と

取
組
む
こ

と

に

な

る
｡

そ

れ
に

つ

い

て

著
者
は

｢

第
三

編
は

､

こ

の

賓
物
分
析
の

立

場
に

た

ち
つ

1

､

再
び

貨

幣

経

済
に

も

ど

り
､

そ

こ

に
､

.
雨
着
の

交
渉
面
を

さ

ぐ

る

と
い

う
困
難

な

問

題
に

た

ち

い

り
､

ま

ず
､

二

つ

の

経
済
の

接
合
鮎
の

問
題

､

そ
の

交
渉
面
に

あ

ら

わ

れ

る

物
償

と

利
子
の

動
態
に

つ

い

て

の

積
極

的
な

分
析
を

展
開
し
た

｡

…

…

と

も

あ

れ
､

こ

の

よ

う
な
三

つ

の

縮
か

ら

な

る

叙
述
は

､

■
わ

た

く
し

に

と
っ

て
､

あ

く
ま
で

金
融
経
済
理

論
の

序
説
に

す
ぎ

な
一
か
っ

た

の

で

あ

る
｡

し

た

が

っ

て
､

第
三

編
の

お

わ

り
に

､

こ

の

よ

う
な

基
礎
理

論
に

た
つ

と

き
､

金

融
現
象
に

い

か

な
る

領
域
が

考
え

ら

れ
る

か

を

明

ら
か

に

し
､

や
■が

て

展

開
せ

ん

と

す
る

金
融
の

機
構
論

､

政
策
論

､

畢
説
史
に

ケ

い

て

の

場
を

明

示
し

て

お
い

た
+

(

四

九

九

頁
)

と

述
べ

て

い

る
｡

第
三

編
は

､

.
前
述
の

如
く

､

著
者
が

分
析
の

主

力
を

集

中
し

た

個
虞

で
､

廣
範
に

亙
っ

て

各
種
の

問
題
が

綿
密
に

検
討
さ

れ

て

い

る
｡

そ

れ

故

に
､

と

り

あ

げ

ら

れ

た

問
題
の

一

々

に

つ

い

て

紹
介
す
る

こ

と
は
こ

の

書

評
の

許
さ

れ

た

紙
幅
を

超
え

て

し

ま

う
｡

そ
こ

で
､

こ

ゝ

で

は

第
三

編
で

の

著
者
の

主
張
の

中
心

と

思
わ

れ

る

も
の

だ

け
に

言
及
す
る

こ

と

に

し

た

ヽ

0

ヽ
山

Y

貨
物
経
済
分
析
と

貨
幣

経
済
分
析
の

両
者
の

橋
渡
し

を

可
能
な

ら

し
め

る

構
造
愛
敬
へ

の

手
が
■
か

り

を

求
め
て

､

そ

れ

を

媒
介
と

し
て

貴
物
経
済

朗

と

貨
幣
経
済
の

相
互

作
用
を

追
求
す
る

こ

と

が
､

本
編
で

の

著
者
の

分
析

の

ね

ら
い

と
い

う
こ

と

が

出
来
よ

う
｡

従
来
と
も

す
れ

ば

貨
幣
分
析

､

従

､

っ

て

金
融
理

論
､

の

分
野
に

あ
っ

て

鹿
野
の

外
に

追
い

や

ら

れ
が

ち
で

あ

っ

た

賓
物
資
本
の

再
生

産
の

運
動
の

貨
幣
の

流
通
過
程
へ

の

無
視
し

難
い

相
互

的
関
連
性
の

強
調
は

本

書
の

主
題
で

あ

り
､

従
っ

て

ま

た

本
編
で

の

主
題
で

も

あ
る

｡

こ

の

よ

う
な

著

者
の

分
析
態
度
を

簡
明

に

侍
え
る

も
の

と

し
て

､

著
者
に

よ
っ

て

作
成

さ

れ

た

第
2 4

囲

｢

単
純
模
型
+

(

二

七
三

頁
)

と

第
2 7

囲
｢

循
環
分
析
(

損
張
再
生

産
)

+

(

三

三

四

頁
)

､

特
に

第

2 4

圃
が

わ

れ

わ
れ

の

理

解
の

助
け

と

な

る
｡

第
2 4

囲
を

参
照
す
る

と

明
か

に

な

る
の

で

あ
る

が
､

著
者
は

質
物
経
済
と

貨
幣
経
済
を

結
び

つ

け
る

要

因
と

し
て

､

書
物
的
要
因
と

貨
幣
的
要
因
を

区
分
し
て

い

る
｡

安
物
的
要

因
は

要
す
る
に

資
本
の

再
生

産
過
程
の

欒
化
と

関
連
す
る

要
因
と
い

え

よ

う
｡

そ

れ

ら

は

ま

ず
賓
物
資
本
の

再
生

産
過
程
の

欒
化

と

関

連
す

る

要

因
､

つ

ま

り

の
搾
取
率
00
ス

ト
ッ

ク

及
び

フ

ロ

ー

と

し
て

の

賓
物
資
本
の

大
き

ミ
仲
資
本
り

有
機
的
構
成

､

と

し
て

現
れ
る

｡

次
に

そ

れ

ら
の

要

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

因
は

貨
幣
資
本
の

再
生

産
過
程
の

欒
化
と

関
連
す
る

要
因

､

の
相
封
的
分

前
､

帥
滑
費
函
数
と

投
資
函
数

､

…

叫
資
本
係
数

､

に

反
映

､

直

結
さ

れ

る
｡

資
本
と

所

得
の

基
本
的
関
係
を

反
映
す
る

も
の

と

し
て

､

こ

れ

ら
の

要
因

は

基
本
的
で

あ

り
､

長
期
的
と
い

え

る

で

あ

ろ

う
｡

文

章
物
経
済
と

貨
幣

経
済
を

結
合
す
る

も
の

と

し

て
､

葦
物
経
済
の

側
面
で

の

直
接
的
結
合
要

因
と

見
倣
す
こ

と
が

出
凍
る

｡

他
方
貨
幣
的
要
因
は

貨
幣
の

流
通
過
程
の

欒
化
と

関
連
す
る

要
因
と

考

え

ら

れ

る
｡

貨
幣
の

流
通
過
程
を

､

仰
産
業
的
流
通
と

00
金
融
的
流
通
に



囁
分
す
る

な

ら
､

こ

ゝ

で

求
め

ら
れ

て

い

る

要
因
は

の
産
業
的
流
通
過
程

の

欒
化
と

関
連
す
る

要
因
と
し

て

の

物
慣
水
準
と

糾
金
融
的
流
通
過
程
の

牽
化
と

関
連
す
る

も
の

と

し
て

の

利
子

率
に

霞
分
さ

れ

る
｡

書
物
経
済
と

貨
幣
経

済
間
の

均
衡
的
関
係
に

分
裂
を

愚
生
せ

し
め

る

貨
幣
の

機
能
を

反

映
す
る

も
の

と

し
て

､

こ

れ

ら

要
因
は

貨
幣
的
で

あ

り

短
期
的
で

､

前
述

の

基
本
的
要
因
と

は

笹
分
さ
れ

ね

ば

な

ら

な
い

｡

書
物
経
済
と

貨
幣
経
済

の

結
合
要
因
と

し

て

は
､

そ
れ

ら
は

貨
幣
経
済
の

側
面
で

の

直
接
的
結
合

要
因
で

､

賓
物
経

済
に

封
し
て

は

賓
物
的
要
因
を

仲
介
と

し
て

の

間
接
的

結
合
要
因
で

あ

る
｡

第
五

章
｢

交
渉
面
に

お

け
る

基
本
問
題
+

で

は

資
本
の

再
生

産
過
程
と

の

関
連
で

論
ぜ

ら

れ

な
い

貨
幣
経
済
の

分
析
が

如
何
に

一

面
的
で

､

資
本

主
義
経
済
の

藷
特
質
を

看
過
す
る

結
果
と

な
っ

て

い

る

か

と
い

う
こ

と

及

び

そ
の

よ

う
な

特
質
の

基
本
的
集
約
と

し
て

の

資
本
再
生

産
過
程

､

と

所

得
の

欒
動
の

関
連

性
の

把
握
を

可
能
な
ら

し

め

る

も
の

と

し
て

上

述
し

た

安
物
的
要
因
が

如
何
に

重

要
で

あ
る

か

と
い

う
こ

と

が
､

著
者
に

よ

り

詳

細
に

追
求
さ

れ
て

い

る
｡

第
六

草
｢

利
子
と

物
偶
の

動
態
+

に

放
て

は
､

貨
幣
の

流
通
過
程
の

攣

化
と

関
連

す
る

要

撃

金
融
現
象
に

固
有
な

要
因

､

と

し

て

の

利
子

率
と

評

物
傍
打

開
す
る

著
者
の

研
究
が

展
開
さ
れ

る
｡

勿
論
こ

1

で

も

貨
幣
経
済

の

甚
本
的
規
定
の

枠
と

し

て

の

資
本
と

所
得
と

関
連

性
の

場
で

利
子

率
と

物

償
の

欒
動
は

論
ぜ

ら

れ

て

い

る
｡

( 65 ) 書

利
子
論
と

し

て
､

著
者
は

貸
付

資
金
説
と

流
動
性
選
好
誼
の

二

つ

を

あ

げ
て

い

る

が
､

著
者
に

あ
っ

て

は
こ

の

二

つ

の

利
子

論
は

貨
幣
的
資
産
と

通
貨
と
の

関
連
に

統
一

さ

れ
､

利
子
率
決
定
の

両
面
と

し

て

表
裏
の

闇
係

に

解
さ

れ

て

い

る
｡

し

か

し

著
者
の

立

場
か

ら

す
る

と
､

｢

た

し

か

に
､

流
動
性
選
好
と

通
貨
の

供
給
は

利
子

率
に

影
響
す
る

｡

こ

の

意
味
で

は

利

子
率
は

貨
幣
現

象
と
い

う
こ

と

が

で

き

よ

う
｡

し
か

し
､

だ

か

ら

と
■い

っ

て
､

利
子
は

貨
幣
現
象
以

外
の

な

に

も
の

で

も

な
い

と

す
る

な

ら

ば

問
題

が

あ

る

と

お

も

う
｡

利
子
が

た

ん

な

る

貨
幣
現
象
で

な
い

こ

と

を

あ

ら

わ

す
鮎
で

は
､

貸
付
資
金
説
町

方
が

流
動
性
選
好
誼
よ

り
も

長
所
を

も
っ

て

い

る

と
い

え

な
い

で

あ

ろ

う
か
+

(

四
一

八

頁
)

と
の

著
者
の

見

解

は

雷

然
と
い

え
る

で

あ

ろ

う
｡

要
す
る

に

天
利
氏
に

よ

る

と
､

資
本
の

再
生

産

過
程
で

の

欒
動
が

通
貨
の

供
給
と
の

関
連
で

金
融
的
流
通
の

メ

カ

ニ

ズ
ム

の

う
ち
で

利
子

率
を

決
定
し
､

次
い

で

決
定
さ

れ

た

利
子

率
が

所
得
と

資

本
の

関
係
に

積
極
的
に

機
能
す
る

と

い

う
､

利
子

率
の

滑
極
的

､

積
極
的

両
面
の

検
討
が

重

要
で

あ
る

｡

同
様
な

分
析
態
度
が

物
債
及
び

イ
ン

フ

レ

の

分
析
に

於
て

も

と

ら

れ

て

い

る
｡

物
慣
に

つ

い

て

も

そ
の

滑
極
的

､

横
極
的
両
面
の

検
討
の

必

要
が

要
請
さ
れ

る
｡

財
貨
か

ら

通

貨
､

通

貨
か

ら

財
貨
へ

の

二

つ

の

因
果
関
係

が

物
償
の

決
定
に

放
て

重

税
さ
る
べ

き
で

あ

る

と
い

う
こ

と
の

ほ

か

に
､

更
に

重

要
な

事
賓
と

し
て

､

天

利
氏
は

｢

こ

の

財
貨
と

通
貨
と
の

あ
い

だ

に

は
､

賓
は

再
生

産

過
程
が

介
在
し

て

い

る
こ

と

を

銘
記
す
べ

き
で

あ

る

と

お

も

う
｡

と
い

う
の

は
､

通
貨
の

量
の

増
減
が

､

物
償
を

上

下
せ

J

め

る

傾
向
を

も
つ

と

し
て

も
､

貨
幣
側
の

欒
動
に

つ

い

て

あ
ま

り

短
い

期
間

を

問
題
と

し

な
い

と

す
れ

ば
､

そ

れ

は
､

や
は

り
一

つ

の

要
周
に

す
ぎ

な

い

の

で

あ
っ

て
､

通
貨
の

作
用
に

ま

さ
る

と

も

劣
ら

な
い

他
の

要
因
が

貨

幣
経
済
に

お

け
る

再
生

産
過
程
の

動
き

で

あ

り
､

そ

れ
が

､

徐
々

･

に

債
格

と

こ

れ

に

應
ず
る

欒
動
を

と

も

な

う
と

み

ら

れ

る
か

ら

で

あ

る
+

(

四

四

郎

∴

､

■一
ら

一‥

ル
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二

頁
)

と

述
べ

て

い

右
｡

こ

の

よ

う
に

し

て

決
定
さ

れ

た

物
償
は

資
本
の

再
生

産
過
程
の

欒
化
と

関
連
す
る

要
因
に

働
き
か

け
､

所
得
と

資
本
の

関

係
を

規
定
す
る
こ

と

に

な

る
｡

二

第
七

草
｢

金
融
理

論
の

領
域
と

課
題
+

に

つ

い

て

は
､

す
で

に

第
三

編

の

主
題
を

論
じ

た

と
こ

ろ

で

解
れ

た
の

で

略
す
こ

と

に

す
る

が
､

以

上

天

利
氏
の

新
著
に

つ

い

て

の

紹
介
は

著
者
の

所
論
の

一

端
を

要
約
し

た
に

す

ぎ
な
い

｡

著
者
の

研
究
は

金
融
理

論
の

基

底
に

あ
る

と

目
さ

れ

る

虞
範
な

分
野
に

及
ん
で

い

る
｡

し
か

も

地

道
な

学
説
史
的
研
究
の

裏
付
け

は

著
者

の

学
問
的
努
力
の

厳
し
さ

を

示

す
と

共
に

､

わ

れ

わ

れ
の

本
書
か

ら

畢
ぶ

ぺ

き

何
も
の

か

を

暗
示

し
て

い

る
｡

又

現
賓
の

経
済
の

社
食
的

･

歴
史
的

欒
遷
の

う
ち
に

理

論
の

欒
化
を

讃
み
と

ら
ん

と

す
る

著

者
の

一

貫
せ

る

思

考
方
法
は

､

多
く
の

困

難
を

伴
う
に

し

て

も
､

今
後
の

一

層
の

成
果
を

約

束
さ

れ
て

い

る

よ

う
に

思
う

｡

し

か

し

本
書
に

於
け
る

著
者
の

最
も

注
目

す
べ

き

業
績
は

資
本
の

再
生
産
過

程
と

所
得
循
環
の

関
連

性
の

追
求
と
そ

の

関
連
性
の

上
に

金
融
理

論
を

樹
立
せ

ん

と

す
る

天
利
氏
の

方
法
論
に

求

め

ら

れ

る

だ

ろ

う
｡

そ

し

て

マ

ル

ク

ス

の

再
生
産
表
式
の

成
果
を

近
代
的

金
融
理

論
に

組
入

れ
る

著
者
の

方
法
に

は
､

多
分
に

反
封
が

存
す
る

で

あ

ろ

う
が

､

多
く
の

示
唆
が

含
ま
れ

て

い

る
｡

フ

ロ

ー

と

ス

ト
ッ

ク

の

霞
分

と

そ
の

邁
嘗
な

位
置
づ

け
､

通
貨
と

貨
幣
的
資
産
の

関

連
の

追

求
や

賽

物
､

貨
幣
資
本
の

再
生

産
過
程
の

結
合
要
因
と

し
て

の

三

つ

の

要
因
の

設

定
等
に

金
融
理

論
の

展
開
に

封
す
る

著
者
猥
自
の

見
解
を

見
出
す
こ

と
が

出
爽
る

｡

こ

れ

ら

に

マ

ネ
ー

･

フ

ロ

ー

分
析
に

封
す
る

著
者
の

接
近
法
を

讃
み

と
る

こ

と

は

誤
ま

り
で

は

な
い

と

信
ず
る

｡

勝
れ

ね
ぼ

な

ら
ぬ

事
項

甲
､

は

飴
り
に

多
く

残
さ

れ

て

い

る
が

､

最
後
に

私
の

讃
後
の

疑

問
と

す
る

と

こ

ろ

を
い

く
つ

か

述
べ

､

天
利
氏
の

神
教
導
を

得
ら

れ

た

ら

と

思
っ

て

い

る
｡

二

資
本
の

再
生

産
過
程
に

つ

い

て
､

著
者
は

賓
物
資
本
の

再
生

産
過

程
と

貨
幣
資
本
の

再
生

産
過
程
を

直
分
し

た
こ

と

に

関

し

て

は

前
述

し
′

た
｡

こ

の

二

つ

の

攣
化
を

結
合
す
る

そ

れ

ぞ

れ

封
應
す
る

一

二

つ

の

要
因

､

搾
取
率

､

賓
物
資
本
の

再
生

産
過
程

､

資
本
の

有
機

的
構
成

､

他
方
相
封

的

分
前

､

滑
費
函
数
と

投

資
函
数

､

資
本
係
数
は

著
者
の

主
張
に

も
か
ゝ

わ

ら

ず
同

一

物
の

単
な

る

置
換
え
で

は
な
い

だ

ろ

う
か

｡

つ

ま

り
､

前
の

三
つ

の

賓
物
的
要
因

､

搾

取
率

､

賓
物
資
本
の

再
生

産
過
程

､

資
本
の

有

機
的
構
成

､

を

貨
幣
経
済
の

場
に

投
影
し

た

も
の

が
､

い

く
ら

か

祀
角
を

静
て
え

て

い

る

に

し
て

も
､

相
対
的
分
前

､

消
費
函
数
と

投
資
函
数

､

資
本

係
数
で

あ

る

と

解
繹
さ

れ

う
る

な

ら
､

貨
幣
資
本
の

再
生

産
過
程
は

単
に

賓
物
資
本
の

再
生

産
過
程
と

貨
幣
の

流
通
過
程
の

欒
化
を

仲
介
す
る

だ

け

の

も
の

と

な
っ

て
､

そ

れ

濁
自
の

存
在
慣
値
を

失
っ

て

し

ま

う
よ

う
に

思

う
｡

そ

れ

は

書
物
資
本
の

欒
化
の

貨
幣
経
済
へ

の

単
な
る

投
影
部
分
と

し

て

の

役
割
の

他
に

､

金
融
現
象
と

し

て

の

濁
自
性
を

示

す
ぺ

き

で

あ

ろ

1

フ
0

こ

の

鮎
､

天
利
氏
が

再
三

金
融
経
済
理

論
で

の

薫
物
分
析
と

貨
幣
分
析

の

相
互

作
用
の

重

要
性
を

強
調
す
る

に

か

か

わ

ら

ず
､

薫
物
経
済
と

貨
幣

経
済
の

結
合
と

秀
離
が

単
に

通
貨
の

機
能
の

面
に

集
約
さ

れ

(

四
五

六

頁

参

頗
)

､

葺
物
的
な

三
つ

の

攣
敷
の

無
税
は

直

ち
に

そ
の

金
融

理

論

を

貨

幣
数
量
説
と

し

て

性
格
づ

け
る

と

い

う
結
論
が

導
出
さ

れ

て

い

る

と

考
え
､



ら

れ
る

｡

貨
幣
資
本
の

再
生

産
過
程
が

貨
幣
の

流
通
過
程
の

背
景
に

あ
ゥ

で

賓
物
経
済
の

蟄
展
と

欒
動
を

反
映
し
っ

つ

､

な
お

金
融
現
象
と

し
て

把

捉
さ

れ

て

こ

そ
､

物
償
と

利
子
の

動
態

､

つ

ま

り

貨
幣
経
済
の

不

安
定
性

は

理

論

的
に

浮
彫
り
に

さ

れ

る

で

あ

ろ

う
｡

二
､

第
一

の

疑
問
で

論
ぜ

ら

れ

た

鮎
は

次
に

捷
出
さ

れ

る

第
二

の

疑
問

と

も

関
連

す
る

｡

こ

1

で

の

疑
問
は

天
利
氏
の

次
の

叙

述
､

｢

商
品

に

た

い

す
る

絶
需
要
と

そ
の

総
供
給
と

を

不
一

致
に

す
る

原
因
が

ど
こ

に

あ
る

か

と
■い
え
ば

貨
幣
経
済
に

お

け
る

再
生

産
過
程
の

均
衡
條
件
が

､

貨
物
経

済
に

お

い

て

想
定
さ

れ

た

そ

れ

を

乗
離
す
る

と
こ

ろ

に

あ

る

と

み

た
い

｡

む

し
､

貨
幣
経
済
に

お

け
る

こ

の

均
衡
條
件
が

み

た

さ

れ

る

な

ら
ば

､

生

産
の

境
張
が

お
こ

な

わ

れ
､

ま
た

信
用
創
造
が

あ
っ

た

と

し
て

も
､

物
償

水
準
の

安
定
を

た

も
つ

で

あ

ろ

う
と

お

も

う
+

(

四

四
五

頁
)

と

か

｢

わ

た

く
し
の

叙
述
は

､

つ

ま
る

と
こ

ろ
､

貨
幣
経
済
の

再
生

産
過
程
が

つ

ね

に

賓
物
経
済
で

想
定
さ
れ

た

均
衡
條
件
を

み

た

す
と

き
､

そ

こ

に

は

園
滑

な

経
済
の

螢
展
が

み

ら
れ

る

と
い

う
に

あ
っ

た
｡

と
こ

ろ

が
､

貨
幣

経
済

の

も
つ

本
来
の

性
格
に

も

と
づ

き
､

そ
こ

に

は
い

ち

じ
る

し
い

乗
離
が

あ

り
､

そ

れ
が

物
僧
∵

利
子
の

動
き

と

し
て

､

あ
ら

わ

れ

る

こ

と

を

指
摘
し

な

け

れ

ば

な

ら

な
い
+

(

四
五

六

頁
)

に

端
を

優
し

て

い

る
｡

要
す
る

に
､

評

疑
問
の

要
鮎
は

天
利
氏
の

い

う
茸
物
経
済
の

再
生

産
過
程
で

の

均
衡
候
件

は
､

具

髄
的
内
容
は

別
と

し

て
､

ブ
ィ

ク
セ

ル

の

自
然
利
子

率
的
な

も
の

( 6 7 ) 書

か
､

単
に

ハ

ロ

ァ

ド

の

自
然
成
長
率
的
な

貨
幣
経
済
へ

の

枠
と

し
て

長
期

的
動
向
を

決
定
す
る

よ

う
な
も
の

か
､

と
い

う
こ

と

で

あ

る
〔
)

金
融
理

論

が

あ

く

ま
で

産
業
的
流
通
に

先

行
す
る

金
融
的
流
通
の

分
析
に

焦
鮎
を

置

く
と

す
れ

ぽ
､

均
衡
的
利
子
率
を

維
持
す
る

も
の

と

し
て

の

適
正

通
貨
量

の

追
求
と

安
定
的

物
僚
を

維
持
す
る

邁
正

通

貨
量
の

規
定
は

混
同
さ
る

ぺ

き
で

な
い

｡

こ

ゝ

で

も

書
物
資
本
の

再
生

産
過
程
と

区
分
さ

れ

た

意
味
で

の

貨
幣
資
本
の

再
生

産
過
程
の

存
在
領
域
の

確
定
が

要

求
さ

れ

る

だ

ろ

1

つ
〇

三
､

金
本
位
制
に

封
す
る

著
者
の

見
解
は

､

濁
創
的

､

刺
戟
的
な

示

唆

を

含
ん

で

い

る

こ

と

は

前
述
し

た

と
こ

ろ
で

あ
る

｡

著
者
の

見
解
(

例

え

ば
一

五

六

-
■一

∴

五

七
頁
参

照
)

は

今
日

わ
が

国
の

嘗
而
し

て

い

る

貨
幣
制

度
問
題
に

対
す
る

深
い

洞
察
を

含
ん

で

い

る
｡

し

か

し

問
題
を

貨
幣
経
済

の

園

滑
な

再
生
産
過
程
維
持
の

た

め
の

適
正

通
貨
量
の

規
定
(

三

三

〇

頁

参
照
)

に

し
ぼ

る

易
合

､

貨
幣
の

客
観
的
債
侶
尺
度
を

超
え
て

償
借
資
髄

の

規
定
に

ま
で

遡
及
せ

ね

ば

な

ら
ぬ

必

然
性
は

一

髄
ど
こ

に

あ
る

の

で

あ

ろ

う
か

｡

特
に

国
内
経
済
の

金
融
理

論
の

研
究
が

主

鮎
で

あ
る

本
書
に

あ

っ

て
､

著
者
の

優
れ

た

機
能
分
析
を

示
す
第
2 4

囲
｢

畢
純
模
型
+

や

第
2 7

周

｢

循
環
分
析
+

の

ア

イ

デ
ィ

ア

は

貨
幣
慣
値
賓
髄
論
を

必

要
と

し

な
い

の

で

は

な

か

ろ

う
か

｡

細
部
の

展
開
に

封
す
る

疑
問
は

あ

る

に

し

て

も
､

著
者
の

ね

ら
い

は

今

日
の

金
融
理

論
展
開
の

主
た
る

基
潮
を

正

し

く

蔑
見
し
て

い

る
｡

そ
の

意

味
で

天
利
氏
の

基
礎
理

論
の

展
開
が

待
た

れ
る

と
こ

ろ
で

あ

る
｡

廣
範
な

領
域
に

亙

る

著
者
の

主
張
の

要
約

､

そ

れ
へ

の

疑
問
の

提
出
に

封
し
て

､

私
の

誤
解
や

不

充
分
さ

を

恐
れ

る

も
の

で

あ
る

｡

そ

の

鮎
著
者
の

御
寛
恕

を

切
に

希
望
し

た
い

｡

(

昭
33

･

■
4
･

2 0
)

(

茨
城

大

畢
助

教
授
)
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