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貨
幣
供
給
量
に

つ

い

て

長

谷

田

彰

彦

1倉

貨
幣
貸
金
の

伸
縮
性
と
い

う
一

般
的
な

仮
定
の

下
に

お

い

て

は
､

不

完
全
雇
用
均
衡
は

成
立
し

な
い

と
い

う
ワ

ル

ラ

シ

ア

ン

の

反
ケ
イ
ン

ズ

革
命
の

命
題
は

す
で

に

確
立

さ
れ

た

か
の

よ

う
で

あ

る
｡

し

か

し
､

ケ

イ
ン

ズ

は

自
ら
の

有

効
需
要
の

原
理
に

立
っ

て

も
､

『

所
与
の

貨
幣
ス

ト
ッ

ク
』

の

存
在
を

仮
定
す
れ

ば

必

ず
完
全
雇
用
が

達
成
さ

れ

る
こ

と

を

既
に

『

一

般
理

論
』

の

な

か

で

明
か

に

し

て

い

る
｡

し
か

し
､

こ

れ

は

あ

く
.
ま

で

も

ケ

イ
ン

ズ

理

論
に

つ

い

て

の
一

つ

の

ク
ォ

リ

ア

ィ

ケ
イ

シ

ョ

ン

で

あ
っ

て
､

こ

れ

に

よ
っ

て

ケ

イ
ン

ズ

理

論
そ

の

も

の

が

疑
わ

れ
､

ま

し
て

､

い

わ

ゆ
る

第
二

公

準
の

香
認
に

よ
っ

て

廃
棄
さ

れ

た

は

ず
の

古
典
学
派

､

そ

れ

に

基
く

ワ

ル

ラ
シ

ア

ン

の

体
系
が

よ

み
が

え

り
､

繁
茂
し
て

い

る

現
状
は

ま
こ

と
に

奇
怪
千
万
で

あ
る

｡

こ

の

混
乱
と

停

滞
の

も
と

と

な
っ

た

『

所
与
の

貨
幣
の

ス

ト
ッ

ク
』

の

存
在
の

仮
定
が

不

当
で

あ

る
こ

と

を

明
か
に

し
､

ケ
イ
ン

ズ

自
身
に

も

大
き

な

見
落
し

が

あ
っ

た
こ

と

を

指

摘
す
る

｡

叫
.
･柵

や
∴
砂

舟

細

胤
粁

叫

仲

山

鴫

一

貨
幣
ス

ト

ッ

ク

貨
幣
供
給
量
は

あ

る

時
点
に

お

け
る

貨
幣
の

存
在
量

､

つ

ま

り
､

あ
る
一

定

量
の

貨
幣
の

ス

ト

ッ

ク

と

し

て

把

え

ら
れ

る
｡

そ

し

て

こ

れ

か

ら
､

あ

る
一

定

量
の

名

目

貨
幣
の

ス

ト

ッ

ク

が
､

一

つ

の

交
換
体

系
の

な
か

を

財

貨
､

サ

ー

ビ

ス

と

交
換
さ

れ
､

自
由
に

動

き

ま

わ
っ

て

い

る

よ

う
に

想

像
さ

れ

て

き

た

の

で

あ

る
｡

こ

れ

が

貨
幣
は

貨
幣
当

局
に

よ

っ

て

供

給
さ

れ

る

と
い

う

真
実
と

併
せ

て
､

『

貨
幣
ス

ト

ッ

ク

は

所
与

と

仮
定

す
る
』

と

い

う
､

今
日

の

誤
ま

っ

た

貨
幣
的
均

衡
の

分

析

手

法
が

形
成
さ

れ

た

の

せ

あ

る
｡

す
で

に

常
識
化

さ

れ

て

し

ま
っ

た

そ

の

分

析

手

法

は

経

済
分

析
の

歴

史

(

1
)

に

計
り

し

れ

な
い

災
厄
を

も

た

ら

し

た
の

で

あ
る

｡

災
厄
と
い

う
の

ほ
､

一

般
交

換
体

系
を

掲
げ
て

の

ワ

ル

ラ

シ

ア

､,
止

r

避
1

.
:

絶
,

､

･
晦
.

ビ

r

L

r

ぎ
1

ト

.

-
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( 1 3 ) 貨幣供 給量 に つ い て

掛

軸

. 1

叶

叫

淘

叫

,

壌
小

心

如

掛

軸

′

≠

､､

､

､

･

職
∴

｢
.

ン

に

よ

る

反

ケ

イ

ン

ズ

革
命
の

正

統
化
で

あ

る
｡

折
角

､

ケ

イ
ン

ズ

の

『

一

般
理

論
』

に

ょ

っ

て

開
か

れ

た

正

し
い

経
済
学
へ

の

み

ち
ほ

､

『

所
与
の

貨
幣
ス

ト

ッ

ク
』

と
い

う

暗

黙
の

了

解
に

ょ
っ

て

完
全
に

閉
さ

れ
､

経
済
分

析
は

物
々

交
換
経
済
の

精
密
な

理

論

体

系
の

構
築
と
い

う
完
全
に

ナ

ン

セ

ン

ス

な

知
的

作
業
に

没
入

し

て

し

ま
っ

て

い

る

の

で

あ
る

｡

ワ

ル

ラ

シ

ア

ン

は

ケ

イ
ン

ズ

革
命
の

結
論
で

あ

る

不

完
全

雇
用

均
衡
の

成
立

が

貨
幣
賃
金
の

下

方

硬

直
性
の

仮
定
に

依
存
す
る

と

い

う

広
範
な

合

意
に

取

付
い

た
｡

し
か

し

な

が

ら
､

こ

の

今
日

ほ

と

ん

ど

全

経
済
学
的
と

な
っ

て

い

る

合

意
は

実
は

貨
幣
ス

ト

ッ

ク

を

所
与
と

す
る

と
い

う
仮
定
に

依
存
し

て

い

る

の

で

あ
る

｡

す
で

(

2
)

に
､

本
誌
上
に

引

用
し

た

よ

う
に

､

そ

れ

は

す
で

に

ケ

イ

ン

ズ

そ

の

人
が

他
な

ら

ぬ

『

一

般
理

論
』

に

お

い

て

明
か

に

し

た

と
こ

ろ

で

あ

る
｡

反

復
引
用
の

煩
を

敢
て

冒

し

て
､

『

一

般
理

論
』

の

分

脈
を

た

ど
っ

て

み

ょ

う
｡

も

し
リ

カ

ア

ド

の

議
論
が

貨
幣
当

局
に

ょ
っ

て

供

給
さ

れ

た

か

か

酔
す
か

伊
野
卦
に

つ

い

て

の

こ

と

な

ら
ば

､

か

れ

の

議
論

ヽ

ヽ

は

貨
幣

貸
金
の

伸
縮
性
の

仮
定
の

下
に

お

い

て

な

お

正

当
で

あ

る
り

そ
の

貨
幣
量
が

一

千
万
ポ

ン

ド

で

あ

ろ

う
と
+

億
ポ

ン

ド

で

あ

ろ

う
と

究
極
的
に

ほ

利
子

率
は

同

じ

だ

と
い

う
こ

と

な

ら
､

(

3
)

そ

れ

は

正

し
い

結
論
で

あ
る

｡

(

傍
点

筆
者
)

こ

の

く
だ

り
は

､

.
リ

カ

ア

ド

の

実

物

利
子

論
と

貨
幣
数

量
説
が

古
典
学
派
の

完
全

雇
用
の

前
提
に

依
存

す
る

こ

と

を

示

し
た

の

ち

に

続
い

て

い

る
｡

こ

れ

は

当

時
の

ケ

イ

ン

ズ

に

と
っ

て

は

単
な
る

ク

ォ

リ

フ

ィ

ケ

イ

シ

ョ

ン

の

一

つ

で

あ
っ

た

か

も

知
れ

な
い

｡

引

用
の

中
ほ

ど

に

『

な

お
』

と

あ

る

が
､

そ

れ

は

古

典
学
派
の

完

全
属

用
の

前
提
を

香
認
し

て

も

『

な

お

か

つ
』

と
い

う
意
味
で

あ

る
｡

つ

ま

り
､

ケ

イ

ン

ズ

の

有
効
需
要
の

原
理
の

上

に

立
っ

て

も

『

な

お
』

究
極
的
に

ほ

完
全
雇
用
が

､

実
物
利
子
に

ひ

と

し
い

市
場
利
子

率
と

と
も

に

成
立

す
る

こ

と
に

な
る

と
い

う
の

で

あ
る

｡

そ

し

て
､

こ

の

『

な
お

か

つ
』

成
立

す

る

こ

と
に

な
る

の

ほ
､

引

用
の

冒
頭
に

あ
る

よ

う
に

､

貨
幣
供

給

量
所
与
の

合
意
で

あ

る
｡

こ

う

す

れ

ば
一

般
的
な

条
件

､

つ

ま

り

貨
幣
貸
金
の

伸
縮
性
の

仮

定
の

下
に

お

い

て
､

有

効
需
要
の

原

理
の

結
論
は

完
全
雇

用

均

衡

の

成

立

と

な

る

の

で

あ

る
｡

と
こ

ろ
が

ケ

イ
ン

ズ

は
そ

う
し

た

合

意
は

あ

り

得
な
い

の

だ

と

指
摘
す
る

だ

け
で

､

こ

の

ク

ォ

リ

フ

ィ

ケ

イ
シ

ョ

ン

を

終
っ

て

い

る
｡

す
な

わ

ち
､

引

用
を

競
け
る

な

ら

ば
､

β
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し
か

し

な
が

ら
､

も

し

貨
幣
当

局
の

政

策
と

は
､

当

局

が

貨
幣
量
を

増
や

し

た

り

減
ら

し
た

り

す
る

と

き
の

条
件
+

っ

ま

り
､

当

局
が

割
引

政

策
な

り
､

公
開
市
場
操
作
な

り
で

そ

の

資
産
を

増
減
す
る

と

き
の

利
子

率
の

こ

と
で

あ

る

と

す
る

と

話

は

ち
が
っ

て

く

る
｡

リ

カ

ア

ド

は

前
段
で

は
っ

き

り
と

そ

う
い

ぅ
意
味
に

と
っ

て

い

る

の

で

あ

る

が
､

そ

う
だ

と

す
満

と

貨
幣

ヽ

当

局

が

ど

ん

な

政

策
を

と
っ

て

も

同

じ
こ

と

で

あ

る

と

か
､

長

､

､

､

､

､

､

､

1

1

1

1

1

1

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

期
的
な

均
衡
の

成
立

と

両

立

す
る

の

ほ
た

だ
一

つ

の

利
子

率
で

ヽ

ヽ

あ
る

と

か

い

っ

て

ほ
い

ら

れ

な

く
な

る
｡

…

…

(

傍
点

筆
者
)

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

先
の

引

用

と

続
け
れ

ば
､

『

あ
る

所
与
の

貨
幣
量
に

つ

い

て

は
､

､

､

､

､

､

､

､

､

､

､

1

1

1

1

1

1

1

1

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

長
期
的
な

均

衡
と

両

立

す
る

の

は

た

だ
一

つ

の

利
子

率
で

あ

る
』

｡

こ

れ

に
､

こ

の

た

だ
一

つ

の

長
期
的
な

利
子

率
の

成

立
に

つ

い

て

の

再
度
の

ク

ォ

リ

フ

ィ

ケ

イ

シ

ョ

ン

が

続
く

｡

…
…

も
っ

と

も
､

非
常
に

極
端
な

場
合

､

そ

れ
は

非
自
発
的
失

業
に

直
面

し
て

労
働
者
が

と

め

ど

な
い

貨
幣
賃
金

切

下

げ

競
争

を

す
る

と

仮
定
し

た

場
合
で

あ

る

が
､

そ

う
い

う
と

き

は
一

つ

で

な

く
二

つ

の

長
期
均

衡
が

考
え

ら
れ

る
｡

一

つ

ほ

完
全

雇
用

で

あ

り
､

も
う
二

つ

は

流
動
性
選
好
が

無
限
大
に

な
る

と
き

の

由

利
子

率
に

対

応

す
る

雇
用

水

準
で

あ

る
｡

こ

の

部
分

は
､

ク

ォ

リ

フ

ィ

ケ

イ

シ

ョ

ン

で

あ
る

乳

用
の

な

か

の

ク
ォ

リ

フ

ィ

ケ

ィ

シ

ョ

ン

で

あ

る

か

ら
､

理

論
的
な

重

要

性
ほ

乏

し
い

｡

し

か

し
､

こ

れ

ほ

ほ

し

な

く
も

､

こ

の

論
旨
の

理

論
的

根
拠
を

明
か

に

し

て

い

る

の

で

あ

る
｡

有
効
需
要
の

不

足
か

ら

非

自
発

的
失
業
が

生

じ
､

労
働
者
が

と

め

ど

な
い

貨
幣
貸
金
の

切

下

げ

競
争
を

す

る

な

ら
ば

､

物
価
水

準
も

そ

れ

に

応
じ
て

低

下
を

兢

(

4
)

け

る
｡

名

目

貨
幣
供
給

量
を

所
与

と

す

る

な

ら

ば
､

実

質
現

金

残

高
ほ

貸
金

下

落
と

反
比

例
し

て

上

昇
す
る

｡

流
動
性
選

好
の

状

態

に

変
化

な

け
れ

ば
､

利
子

率
ほ

低
下
せ

ざ
る

を

得
な
い

｡

資
本
の

限

界
効
率
に

変
化
な

け

れ

ば

投
資
ほ

増
加
し

､

有
効
需
要
ほ

拡
大

す
る

で

あ

ろ

う
｡

こ

の

過

程
は

､

非
自
発
的
失
業
が

ゼ

ロ

に

な
っ

て
､

貨
幣
賃
金
の

下

落
が

停
止

す
る

ま
で

続
く
の

で

あ

る
｡

も
っ

と

も
､

流
動
性
関
数
の

形
状
が

右
の

方
で

水

平
に

な
っ

て

い

る

な

ら

ば
､

そ

の

水

平
部
分
の

利
子

率
に

対

応
す
る

投
資
額
に

よ

っ

て

造

出
さ

れ

る

有
効
需
要

､

所
得
水

準
で

雇
用
の

増
加
は

止

ま
り

､

い

く

ら
か

の

非
自
発
的
失

業
は

残
存
す
る

こ

と

に

な

る
｡

こ

こ

で

重

要
な
の

は
こ

の

結
論
へ

導
く
の

は

流
動
性
選

好
の

理

論
の

展
開

橡

∴

輔

吋

ヤ
･秘

峰

k

塩

J

吋

的

中

鳴

声

ヰ

キ

..r

ド

′

逮
ド

.

-

r
.

】

代



淋

糾

榊

｡

靭

叫

や

1

.

潔
い

叫

叫
..

付

和

升

少

､､

汚

､

瓜
叩

､

寸
リ

ヤ

一

′

恥

( 15 ) 貨 幣供給量 に つ い て

で

あ

る

と
い

う
こ

と
で

あ
る
｡

貨
幣
供
給
量
を

所
与

と

す
る

な

ら

ば
､

原

則

と

し
て

自
動
調

整

的
に

完
全
雇

用
が

､

古
典
学
派
の

実

物
利
子

率
と

と

も
に

達
成
さ

れ

る

と
い

う
の

が

『

一

般
理

論
』

の
､

不

完
全
雇
用

均
衡
成

立

と
い

う
結
論
に

つ

い

て

の
､

ケ

イ

ン

ズ

白

身
に

ょ

る

ク

ォ

リ

フ

ィ

ケ

イ

シ

ョ

ン

で

あ

る
｡

(

1
)

貨
幣
供
給
量
ほ

内
生

的
に

決
定
さ

れ

る

と

す

る

主

張
を

知
ら
な

い

わ

け
で

は

な
い

｡

し
か

し
､

そ

の

場
合

で

も
､

ハ

イ
･

パ

ワ

ー

ド
･

マ

ネ

イ

ほ

政

府

当

局
に

よ
っ

て

外
生

的
に

与

え

ら

れ
る

こ

と

に

な
っ

て

い

る
｡

従
っ

て
､

厳
額
に

い

う

な

ら

ば
､

所
与

と

仮

定
さ

れ

て

い

る

の

は
こ

の

ハ

イ
･

パ

ワ

ー

F
･

マ

ネ

イ

に

つ

い

て

で

あ

る
｡

し

か

し

な

が

ら
､

以

下
の

議
論
に

お

い

て

ほ
､

こ

の

種
の

厳
密
さ

に

拘
わ

る

必

要
は

な
い

｡

大
ま
か

に

言
っ

て

所
与
で

あ

れ

ば
よ

い

の

で

あ

る
｡

吼
､

塊
が

ハ

イ
･

パ

ワ

ー

ド
･

マ

ネ

イ
の

供
給
に

よ
っ

て

管

理

さ

れ
て

い

る

と
い

う
事
実
で

十

分
な
の

で

あ
る

｡

内
生

的
な

貨
幣

供
給
に

つ

い

て

は

次
の

論
文
が

有
益

で

あ

る
｡

A
E
r

P

T
p

打
P

讃
F

m
p

-

-
O

F

声

N
･

ロ

岩
営
口

E

∴
､

○
ロ

t

F
e

E

苧

争
じ

笥
n

O

喜
S

亡

勺

p
-

y

O
竹

富
○

ロ
e

y
:

.

『

経
済

研

究
』

､

一

九

七

六

年

一

〇

月
｡

(

2
)

筆
者

､

｢

ケ

イ
ン

ズ

の

貨
幣
+

､

『

一

棟
論
叢
』
､

第
七

十

八

巻
第

二

号
､

昭

和
五

十
二

年
｡

(

3
)

1
.

芦

只
e

y
ロ
e
∽

‥

→

l

訂

9

竜
臣

～

3
琶

喜
-

記
か

.

ワ

一

声

(

4
)

己
e

m
一

､

匂
い

ー

N
t

〓

見
当

違
い

の

ワ

ル

ラ

シ

ア

ン

『

ケ

イ

ン

ズ

の

不

完
全

雇
用

均
衡
の

成
立

は

貨
幣
貸
金

の

硬

直

性
に

依
存
す
る
』

｡

と
い

う
ワ

ル

ラ

シ

ア

ン
､

あ

る

い

は

新

古

典

学
派
の

理

論
家
の

命
題
ほ

す
で

に

揺
ぎ

な
い

も

の

と

な

り
､

反

ケ

イ

ン

ズ

革
命
の

理

論
的
根
拠
は

定
立

さ

れ

た

か

の

よ

う
で

あ

る
｡

す

な

わ

ち
､

貨
幣
賃
金
の

伸
縮
性
が

仮
定

さ

れ

た
一

般
的
な

条
件

の

下

に

お

い

て

は
､

不

完
全

雇
用
は

完

全

雇
用
へ

と

自
動
的
に

調

整
さ

れ
､

不

完
全
雇
用

均
衡
ほ

あ

り

え

な
い

こ

と
に

な

る

か

ら
で

あ

る
｡

し

か

し
､

こ

れ

ほ

先
の

『

一

般
理

論
』

か

ら

の

引

用
そ

の

も
の

で

あ

る
｡

そ

し

て
､

そ

の

日
動
調

整
の

メ

カ

ニ

ズ

ム

も
､

ピ

グ

ー

効
果

､

あ
る

い

ほ

ラ

ン

ゲ
の

直
接
的
代

替
と

よ

ば

れ

る

消

費

増
加

に

ょ

る

効
果
を

除
く

な

ら

ば
､

ケ

イ

ン

ズ

の

理

論
と

全

く

同

一

な
の

で

あ
る

｡

ケ

イ

ン

ズ

は

い

わ

ゆ
る

古
典

学
派
の

第
二

公

準
の

香

認
に

よ

っ

て
､

古

典
学
派
の

暗
黙
の

了

解
で

あ
っ

た

完
全
雇
用
の

前
提
の

誤

ま

り

を

指
摘
し

､

唯
一

の

正

し
い

雇
用
理

論
と

し

て

有

効
需
要
の

原
理

を

創
設
し

た
｡

そ

し

て
､

有
効
需
要
の

原
理

に

基
づ

く

と

完

全
雇
用
の

実
現
ほ

例
外
的
現

象
で

あ
っ

て
､

不

完
全

雇
用

均
衡
の

成
立
が

正

常
な

事
態
で

あ

る

こ

と

を

明
か

に

し

た
｡

し
か

し
､

先

ガ



一

喝論叢 弟 八十
一

巻 第 一 号 ( 16 )

に

引
用
し

た

よ

う
に

､

一

つ

の

ク

ォ

リ

フ

ィ

ケ

イ
シ

ョ

ン

と

し
て

､

も

し
､

貨
幣
供
給
量
を

一

定
と

す
る

な

ら

ば
､

有
効
需
要
の

原
理

に

基
い

て

完
全

雇

用
が

自
動
的
に

達
成
さ

れ

る

こ

と

を

指
摘
し

た

の

で

あ

る
｡

『

一

般
理

論
』

の

あ

七
四

〇

年
を

越
え

て
､

ワ

ル

ラ

シ

ア

ン

が

成

し

遂

げ
た

こ

と

は
､

こ

の

ク

ォ

リ

フ

ィ

ケ

イ

シ
･

ヨ

ン

を

再
確
認

す
る

こ

と

だ

け
で

あ
っ

た
｡

し

か

も

始
末
の

わ

る

い

こ

と
に

､

か

れ

ら
は

こ

れ

を
ク

ォ

リ

フ

ィ

ケ

イ

シ

ョ

ン

で

ほ

な

し
に

､

堂
々

と

本
論
と

し
て

掲
げ

た
の

で

あ

る
｡

か

れ

ら

は

ケ

イ

ン

ズ

の

ク

ォ

リ

フ

ィ

ケ

イ

シ

ョ

ン
､

す
な

わ

ち
､

も

し

貨
幣
供

給
量
を

一

定
と

す

る

な

ら

ば

と
い

う
条
件
を

無
視
し

て

し

ま
っ

た
｡

『

一

定
の

貨
幣

ス

ト

ッ

ク
』

の

存
在
は

ワ

ル

ラ

シ

ア

ン

に

と
っ

て

あ

ま
り

に

も

当

然
の

了

解
事
項
で

あ
っ

た

の

で

あ

る
｡

か

れ

ら

は

貨
幣
賃
金
の

伸

縮
性
を

仮

定

す
る

な
ら

ば
､

ケ

イ

ン

ズ

の

理

論
の

全
て

は

崩
れ

去

る

と

仰
々

し

く

騒

ぎ
た

て

た
の

で

あ

る
｡

真
実
は

､

貨
幣
貸
金
が

い

か

に

伸
縮
的
で

あ

ろ
う

と
､

貨
幣
供

給
量
を
一

定

と
し

な

い

限
り

､

完
全

雇
用
が

自
動
詞

整
的
に

達
成

さ

れ

る

こ

と
は

な
い

の

で

あ

る
｡

し
か

し
､

『

一

定
の

貨

幣
ス

ト

ッ

ク
』

の

存
在
を

信
じ
こ

ん

で

い

る

ワ

ル

ラ

シ

ア

ン

は
､

『

一

般

理

論
』

の

そ

こ

こ

こ

に

み

ら

れ

る

ケ

イ

ン

ズ

の

貨
幣
賃
金
の

非
伸

(

1
)

縮
性
へ

の

傾
斜

を

珍
重

し
た

｡

『

一

定
の

貨

幣
ス

ト

ア

ク
』

を

前

β

絶
と

す
る

限

り
､

貨
幣
貸
金

の

非
伸
縮
性
だ

け
が

不

完
全

雇
用

均

衡
の

成
立

を

可

能
に

す
る

仮
定
だ

か

ら
で

あ
る

｡

不

完
全

雇
用
均

衡
の

成

立

を

否
認
し

た

い

の

な

ら

ば
､

ワ

ル

ラ

シ

ア

ン

ほ

『

一

定

の

貨
幣
ス

ト

ッ

ク
』

の

存
在
を
こ

そ

前

面
に

押
出
す
べ

き

で

あ
っ

た
｡

し
か

し
､

こ

れ

ほ

か

れ

ら

の

意
識
に

上

る

こ

と

さ

え

な
か

っ

た
の

で

あ
る

｡

(

1
)

例
え

ば

第
一

七

草

｢

利
子

と

貨
幣
の

本

質
+

の

Ⅱ
の

肘
､

ま
た

Ⅳ
｡

あ

る

い

は

第
一

九

章
｢

貨
幣
賃
金

お

よ

び

価
格
+

の

Ⅱ
｡

第
一

七

草
で

は

ケ

イ
ン

ズ

は

貸
金
は

そ

れ

が

も
っ

と

も

硬

直

的

と
な

る

よ

う
な

財
貨
に

よ
っ

て

取

決
め

ら
れ

る

と
い

っ

て

い

る
｡

そ

れ

は

労
働

力
を

引

渡
す

対

価
と

し
て

も
っ

と

も

流

動

性
の

高
い

財
す

な
わ

ち
､

貨
幣
が

選
ば

れ

る

か

ら
で

あ
る

｡

か

れ

ほ

貨

幣

貸
金
が

穀
物

貸
金

や

家

賃
貸
金

よ

り

も

安

定

的
で

あ

る

と
い

っ

て

い

る

だ

け
で

あ

る
｡

ま

た

第
一

九

草
で

ほ
､

貨
幣
供

給
一

定
と
こ

と

わ
っ

た

上

で
､

硬

直

的

貸
金

政

策

と

伸
縮

的

貸
金

政

策
の

い

ず
れ

が

完
全

雇

用
の

達
成
に

有

利
で

あ

る

か

を

論
じ

､

前

者
が

現

実
的
に

す

ぐ

れ
た

政

策
で

あ

る

と

し

て

い

る

の

で

あ
る

｡

も

う
一

つ
､

第
二

革
｢

古

典
学
派
の

公

準
+

に

お

い

て
､

労
働
者

の

現

実
的

な

態

度
と
し

て
､

か

れ

ら
が

貨
幣
貸
金
の

引

下
げ

に

強

く

反
対

す

る

こ

と
が

あ
げ

ら
れ

て

い

る
｡

し
か

し
､

こ

れ

は

第
二

公

準

香
諸
に

と
っ

て

基
本

的
な

要
件
で

な
い

こ

と
が

直
ち
に

示

さ

れ

て

い

鳩
･.

..

担

･
浄
れ

略

卜

し

軒

∵
㌣

担
､

.

.

栴

.
世

..■
礁

載

軒

や

.
㌧

命
ト

ト
.

.

ド

ー
r

.

碗



卸

如

㌣

哀

.｡

･叫

叫

･加

≠
1 1

中

仙

叫

.

♪

軸

メ

ヰ

■1

､

､

■

晦
｡

､

一

､

一

外

( 1 7 ) 貨幣供給量 に つ い て

る
｡

ケ

イ
ン

ズ

は

第
二

公

準
に

二

つ

の

反

対

理

由
を

掲
げ
て

い

る

が
､

自
ら
基

本

的

と

し

て

い

る

第
二

の

理

由
だ

け

に

限

る
ぺ

き
で

あ
っ

た
｡

な

お
､

貨
幣
貸
金
の

硬

直

性
に

つ

い

て

ほ

現

筆
者

､

『

ケ

イ
ン

ズ

一

般
理

論
研

究
』

Ⅱ
､

筑
摩
書
房

､

一

九

七

〇

年
､

四

七
､

五

七

-

六
一

､

七

〇

-
七
二

ペ

ー

ジ

を

参

照
さ

れ

た
い

｡

当

時
､

筆

者
も

ま

た

貨
幣
ス

ト

ッ

ク
一

定
を

暗
黙
の

う

ち
に

了

解
し
て

い

た

か

ら
､

ワ

ル

ラ

シ

ア

ン

を

香
認

す
る

決
定

的

な

論
拠
を

欠
い

て

い

た
｡

三

災
厄
的
地

滑
り

『

所
与
の

貨
幣
ス

ト

ッ

ク
』

の

存
在
が

暗
黙
の

了

解
で

あ
っ

た

こ

と

か

ら
､

反
ケ

イ

ン

ズ

革
命
と
い

う
無
駄

骨
折
り

が

続
い

た
の

で

あ

る

が
､

こ

の

無
駄

骨
折
り

は

さ

ら
に

積
極
的
に

災
禍
を

も
た

ら

し
て

い

る
｡

有
効
需
要
の

原

理
に

基
づ

い

て

も
､

『

所
与
の

貨

幣
ス

ト

ア

ク
』

の

存
在
を

認

め
る

な

ら
ば

､

不

完
全

雇

用

均
衡
は

成

立

し
な

い

と
い

う
正

し
い

ク

ォ

リ

フ

ィ

ケ

イ
シ

ョ

ン

は
､

有
効

需

要
の

原
理

に

基
づ

い

て

も

不

完
全

雇
用

均
衡
は

成

立

し

な
い

と

い

う

誤
ま
っ

た
一

般
論
に

す
り

換
え

ら

れ
､

と
に

か

く

完
全

雇

用

均
衡
は

必

ず
成

立

す
る

の

だ

か

ら

古
典
学
派

は

正

し
か

っ

た

の

で

あ
っ

て
､

ケ

イ

ン

ズ

の

有
効

需
要
の

原
理

な

ど

は

人

を

惑
わ

せ

る

大

仕
掛
な
べ

テ

ン

に

過
ぎ

な

か

っ

た
の

だ

と
い

う
ま
で

に

さ

え

な

っ

て

い

る
｡

有
効
需
要
の

原
理

す
な

わ

ち

不

完
全

雇
用
均
衡
の

成
立

と
い

わ

れ

て

き

た

と
こ

ろ
に

､

完
全

雇

用

は

究

極

的
に

は

達
成
さ

れ

る

と

証
明

さ

れ

た

か

ら
と
い

っ

て
､

有
効
需
要
の

原
理

そ

の

も
の

ま
で

放
棄
す
る

の

は

あ

ま

り

に

粗

碓
で

あ
る

｡

し
か

し

多
く
の

経
済
学

着
た

ち
に

と
っ

て

有
効
需

要
の

原
理

の

効

用
は

不

完
全

雇
用
の

存

庖
の

説
明
に

便
利
と
い

う
こ

と
だ

っ

た

の

か

も

知
れ

な
い

｡

そ

の

効
用
が

失
わ

れ

た

と

信
じ

た

人
々

ほ

こ

れ

を

あ
っ

さ

り

と

放
棄
し

た

の

で

あ

る
｡

有
効
需
要
の

原

理
を

放
棄
し

た

正

統
派

現

代
経
済
学
は

当

然
の

こ

と

と

し

て

古
典
学
派

以

渓
の

､

需
要
供

給
の

諸

力
が

交

渉
し

て

た

だ
一

つ

の

市
場
均
衡
を

達
成
す
る

交
換
体

系
に

戻
っ

た
｡

リ

カ

ア

ド

か

ら
､

､

､

ル

ま
で

の

時
代
と

の

た

だ
一

つ

の

違
い

は
､

一

般
の

財
貨
と

同

様
に

そ

れ

自
体
に

対

す
る

需
要
を
も

つ
一

つ

の

財
貨
と

し

て

の

貨
幣
が

含
ま
れ

て

い

る

こ

と
で

あ
る

｡

そ

し

て

も

ち

ろ

ん

そ

の

貨
幣
は

『

所
与
の

貨
幣
ス

ト

ッ

ク
』

と

し
て

与
え

ら

れ

る

こ

と
に

な
っ

て

い

る
｡

そ

の

『

所
与
の

貨
幣
ス

ト

ッ

ク
』

が

現

金
残

高
効
果
を

発
揮
し

て

完
全

雇
用
が

遷
成
さ

れ

る

の

で

あ
る

が
､

こ

れ

ほ

元

は

と
い

え

ば
ピ

グ

ー

効
果
で

あ
っ

て
､

ピ

グ

ー

が

ケ

イ

ン

ズ

を

論
駁
す
る

た

め
に

､

有
効
需
要
の

原

理

論
と

貨
幣
の

流
動
性
効
用

と
い

う
二

つ

ガ
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(

1
)

な

が

ら
ケ

イ

ン

ズ

創
始
の

概
念
を

駆
使
し

て

の

工

夫
で

あ
っ

た
｡

こ

の

工

夫
が

拡
大
発
展
し
た

結
果

､

本
元
の

ケ

イ

ン

ズ

経
済
学
が

棄
て

ら
れ

る

と
い

う
の

だ

か

ら

ど

う

考
え

て

も

お

か

し
い

の

で

あ

る
｡

さ

て

完
全

雇
用
モ

デ
ル

が

復
活

さ

れ

た
と

い

っ

て

も
､

r

現

実
の

過

頼
に

お

け
る

非
自
発
的
失

業
の

過

去
現

在
に

お

け

る

存
在
と
い

う

事
実
を

消

去
す
る

わ

け
に

は

ゆ

か

な
い

｡

理

論
経

済
学
は

現

在
､

い

わ

く

不

均
衡
過

程
分
析

､

い

わ

く

求
職
の

コ

ス

ト
､

い

わ

く

情

報
獲
得
の
コ

ス

ト
､

と
い

う
よ

う

な

完
全

雇

用
モ

デ
ル

の

な

か

で

の

非
自
発
的
失

業
の

説
明
の

工

夫
に

明

け

暮
れ

て

い

る
｡

か

れ

ら

ほ

知
っ

て

か

知
ら

ず
か

､

古
典
学
派
の

先

達
と

同

じ
ょ

う
に

､

す

べ

て

の

失

業
を

月
発
的
失
業
と

摩
擦
的
失
業
に

解
消
し
ょ

う
と

し

て

い

る

の

で

あ

る
｡

有
効
需
要
の

原
理
が

不

当
に

お

と

し

め

ら

れ

た

の

だ

か

ら
､

雇

用
理

論
の

現

状
は

ま

さ

に

災
厄
と

い

う
他
ほ

な
い

｡

そ

し
て

有
効

需
要
の

原
理

に

代
っ

て

復
位
さ

せ

ら
れ

た
､

貨
幣
ス

ト

ア

ク

を

追

加
さ

れ

た

古
典
派

体

系
､

す

な
わ

ち
ワ

ル

ラ

シ

ア

ン

の

一

般
交

換

体
系
ほ

､

古
典
学
派

体

系
を

無
効
に

し

た

い

わ

ゆ

る

第
二

公

準
香

認
を

回

避
す
る

な

ん

ら
の

特
性
も

与
え

ら
れ

て

は

い

な
い

の

で

あ

る
｡

第
二

公

準
香
認

さ

え

も
､

不

完
全

雇
用

均
衡
の

成
立

と

と
も

に

単
純
に

棄
て

去
ら

れ

た

の

で

あ

る
｡

そ

れ

に

は

ケ

イ

ン

ズ

の

貴
に

帰
す
ぺ

き

若
干
の

理

由
が

な
い

わ

け
で

は

な
い

｡

ケ

イ
ン

ズ

ほ

『

貸
金
の

効
用
は

雇
用
の

限
界

非
効

用
に

ひ

と

し
い
』

と
い

う
､

か

れ

な

り
に

想
定
し

た

古

典
学
派
の

雇
用
理

論
の

第
二

の

公

準
を

香
認
す
る

こ

と
に

ょ

っ

て

古

典
派

の

雇
用
理

論
､

あ
る

い

は

完
全

雇
厨

成
立
の

前
提
を

無
効
に

し
､

こ

れ

に

代
る

も
の

と

し
て

か

れ

自
ら

の

工

夫
で

あ
る

有
効
需
要
の

原

理

を

提
示
す

る

の

で

あ
る

が
､

こ

の

第
二

公

準
の

否
認
に

当
っ

て
､

か

れ

ほ

現

象
面
に

や

や

重

き

を
お

き

す
ぎ

た

よ

う
で

あ
る

｡

そ

れ

は

第
二

公

準
否
認
の

二

つ

の

理

由
の

う
ち
の

一

つ

で

あ
っ

て
､

労

働
者
の

現

実
的
な

態
度
と

し
て

､

か

れ

ら

は

実
質

貸
金
で

は

な
し

に

貨
幣
貸
金
の

動
き
に

応
じ
て

労
働
を

供
給
す
る

と
い

う
も

の

で

(

2
)

あ

る
｡

第
二

公

準
が

効
用

､

非
効
用
の

均
等
と
い

う
実
質
貸
金
に

関
わ

る

タ

ー

ム

で

設
定

さ

れ

て

い

る

こ

と

か

ら
､

こ

の

論
点

は

極

め
て

容
易
に

理

解
さ

れ
､

説

得
的
で

あ

っ

た

と

思
わ

れ

る
｡

第
二

公

準
香
認
の

理

由
の

第
二

は

次
の

よ

う
に

基
本

的

な

理

論

に

基
づ

く
｡

労
働
の

供
給
曲
線
は

雇
用

供
給
量
と

労
働
の

限

界
非

効
用

､

す

な

わ

ち

そ

れ

だ

け

の

効

用
を

も
つ

賃
金

財
の

量
と
の

関

数
関

係
と

し
て

示
さ

れ

る

が
､

貨
幣
経

済
で

は

こ

の

供
給
曲

線
は

(

3
)

通
常
の

財
貨

､

サ

ー

ビ

ス

の

そ

れ
の

よ

う
に

市
場
で

作
用
し

な
い

｡

jβ

梯
.

暗

】
青

松

峠

卜

簿
∵

吋

鵬

や

軌

跡

辛

抱

=戸

㌧

F

√

冷
F

∵

F

-

r

.

ポ



ヤ
･

徹

∴
争

1

∴
軸

"

加

甘
叫

.㌣

錬

紬
･

由

鞠

き

】
す

､

.､

､

魁
∴

1

:
｡

J

ヤ

.

そ

の

論
証

は

や

が

て

示

す
よ

う
に

構
密
で

は

あ
る

が

難
解
で

あ
る

｡

現

実
的
な

ケ

イ
ン

ズ

は

自
ら

理

論
的
に

は

基
本
的
で

な
い

と

断
り

な

が

ら
､

現

象
の

説
得
力
に

依
拠
し

た
の

で

あ

ろ

う

が
､

こ

れ

は

不

幸
な

結
果
を

ま

ね
い

た
｡

今
日

に

致
る

ま

で
､

ケ

イ

ン

ジ

ア

ン

も
ワ

ル

ヲ

シ

ア

ン

も
､

基
本

的
な
理

由
の

方

は

ほ

と

ん

ど

無
視
し

て

き
た

の

で

あ

る
｡

不

完
全
雇
用

均
衡
の

成
立
が

軽
率
に

香
認
さ

れ
､

有
効
需
要
の

原
理

ま

で

が

不

当
に

お

と
し

め

ら

れ

た

と

き
に

､

こ

の

原
理

を

要

請
し

た

究
極
の

論
拠
が

理

論
的
な

陶
冶
な

し
に

見
過
さ

れ

て

き

た

3
-

2 1
) tレJ

) )

A
･

C
･

ロ

笥
6
い

内

患
～

卓

鳶
邑
魚

さ
札

的

盲
鼓
ぎ
ぎ
き
.

【

宝
-

.

ナ

芦

只
e

甥
P
O

の
‥

→

訂

口

蓋
等
已

→

訂
Q

3
さ

一

芸
小

.

p
.

恥

-

小

♂
叫

P

ガ

(

血

( 1 9 ) 貨幣供 給量 に つ い て

取

鳥

_

TⅣ

Ⅳ

こ

と

ほ

不

幸
で

あ

っ

た
｡

こ

の

論
拠

は
､

古
典
学
派
の

前
提
の

復
活
は

も

ル

と

よ

り
､

当

代
の

ワ

ル

ラ

シ

ア

ン

の

凡

体

系
の

登

場
を

も

決
し
て

ゆ
る

さ

な

い

は

ど
■

の

重

要
性

を
も
っ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

四

香
認
さ

れ

た

ま

ま
の

第
二

公

準

い

ま
さ

ら

と

言
わ

れ

る

の

は

承

知
の

上

で
､

こ

こ

で

ケ

イ
ン

ズ

の

い

う

古

典
学
派

の

雇

用

理

論
の

第
二

公

準
の

､

基
本
的

な

否
認

を

紹
介
す
る

｡

筆
者
が

加
え

る

も

の

は

グ

ラ

フ

と
､

数
字
例
だ

け

(

1
)

で

あ

る
｡

グ

ラ

フ

の

よ

こ

軸
に

雇
用

量
Ⅳ

を

と

り
､

た

て

軸
に

米
の

量
を

と

る
｡

こ

の

米
の

量
に

ょ

っ

て

実

質
貸
金
『

､

労
働
の

限

界
生

産

力
か

､

労
働
の

限

界
非

効

用
ぶ

を

あ

ら

わ

す
の

で

あ

る
｡

先

ず
労

働
の

限

界
生

産
力

曲
線
カ

グ

を

南
く

｡

限

界
生

産
力
て

い

減
を

仮

定

す

れ

ば

曲
線
は

右
下

り

と

な

り
､

完
全

競
争
下
の

利
潤
極
大

化

行

動
を

仮
定

す
れ

ば
､

労
働
に

対

す

る

需

要

曲

線
と

な

る
｡

.

次

に

労
働
の

限

界
非
効
用

曲
線
ぶ

g

を

画

く
｡

限

界
労
働
の

非
効
用

に

相
当

す
る

効
用
を

も
つ

米
の

量
を

高
さ

に

と
っ

た

こ

の

曲
線
は

労
働
の

供
給
曲

線
で

あ

る
｡

通

常
の

仮
定
の

下
に

お

い

て

こ

れ

は

*

右
上

り

と

な
っ

て
､

さ

き
の

需
要
曲
線
刀

〝

と

図
の

よ

う
に

『

で

畑
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▲

r

▲事

交
わ

る
｡

『

は

こ

の

労
働
市
場
に

お

け
る

均

衡
貸
金
で

あ

り
､

『

に

対

応
す

る

雇
用

量

叫
は

完
全

雇
用
を

示

す

点
で

あ

る
｡

い

ま

実
質
賃
金
が

『

で

あ

る

と

す
る

と
､

雇
用
量
は

吼

仇
､

こ

れ

に

対

し
て

供
給
量
は

取

乱
で

あ

る

か

ら

仇

軌
だ

け

の

非
自
発
的

失
業
が

あ
る

こ

と

に

な

る
｡

注

意
す
べ

き
こ

と

は
,

卜

の

グ

ラ

フ

の

た

て

軸
は

穀
物
の

量
で

あ

る

が
､

実
際
の

賃
金
は

貨
幣
で

定

め

ら

れ

て

い

る

こ

と

で

あ

る
｡

吼

が

米
2 0

軸
で

あ
り

､

米
l

k g

の

価

蒋

が
一

､

0

0

0

円
な

ら
ば

､

吼

ほ

二

〇
､

0

0

0
円

の

貨
幣
貸
金

を

意
味
す
る

｡

こ

の

と

き

米
の

価
格
が

僅
か

だ

け

上

昇
す
る

な
ら

ば

ど

う

な

る

か
｡

実

質

貸
金
は

2 0

軸
よ

り

低
下

す

る

か

ら
そ

れ

に

対

応
す
る

雇

用
量
は

前
よ

り

増
加
し

､

一

方
､

供

給
さ

れ

る

労
働
量
は

前
と

同

様
机

仇

よ

り
は

多
い

｡

こ

れ

ほ

は

じ

め
の

状
態
が

ケ

イ

ン

ズ

の

非

(

2
)

自
発
的
失

業
の

定

義
に

あ

て

は

ま

る

こ

と

を

示

し
て

い

る
｡

さ

て

古
典
学
派
の

雇
用
理

論
に

ょ

れ

ば
､

仇

軌
の

非
自
発
的
失

*

業
の

存
在
は
ぶ

g

に

沿
っ

て

実
質
貸
金

を

低
下
さ

せ
､

『

に

い

た

っ

て

労
働
の

需
給
は

一

致
し

て

完
全

雇
用
が

達
成
さ

れ

る

こ

と
に

な

る
｡

当

初
20

k g

で

あ
っ

た

実
質
貸
金
は

15

k g
､

1 3

k g

と

せ

り

下

▲

T

げ
ら

れ
､

つ

い

に

町
の

10

k g

ま

で

き

て

需
給
が

一

致

す
る

の

で

あ

る
｡

こ

こ

で
､

賃
金
は

労
働
の

限

界
生

産
力
に

ひ

と

し

い

と
い

う

第
一

公

準
と

､

貸
金
の

効
用

は

そ

の

と
き

の

雇
用
量
に

お

け

る

労

御

働
の

限

界
非
効
用
に

ひ

と

し
い

と
い

う

第
二

公

準
が

と

も

に

実
現

さ

れ

る
｡

し
か

し

貨
幣
経

済
で

は

そ

う
は

な
ら

な
い

と
い

う

の

が

ケ

イ

ン

ズ

の

主

張
で

あ

る
｡

実

質
貸
金

吼
､

米
2 0

k g

の

と

き

貨
幣
貸
金

は
､

米
1

k g
一

､

0

0
0

円

と

し
て

二

〇
､

0

0
0

円
｡

失
業
者
は

仇

凡
だ

け
い

る

の

だ

か

ら
､

か

れ

ら

は
よ

り

低
い

実
質
賃
金
で

労

働

を

オ

ブ

フ

ァ

ー

し
よ

う
と

す
る

｡

ぶ

g

曲
線
に

沿
■っ

て

実
質
貸
金

を
せ

り

下

げ
る
｡

例
え

ば

完
全

雇
用

賃
金
10

晦
ま
で

せ

り

下

げ

よ

う

と

す
る

｡

労
働
者
は

一

〇
､

0

0

0

円
の

貨
幣
賃
金
を

オ

フ

フ

ァ

ー

ナ
る

｡

そ

う
す
る

と

ど

う
い

う
こ

と
に

な

る

か
｡

米
の

価
格
は

半
分
の

五

〇

〇

円
に

な
る

｡

貸
金
コ

ス

ト

が

半
分

に

な
る

か

ら

で

あ

る
｡

古
典
学
派
の

教
え

て

き

た

通

り
､

価
蒋
は

貨
幣
タ

ー

ム

の

限

界
主

要

費
用
に

ょ

っ

て

定
ま

り
､

そ

れ

は

ま

た

(

3
)

貨
幣
貸
金
に

依
存
す
る

か

ら
で

あ
る

｡

重

度
に

な

や

む

失

業
者
が

米
1 0

軸
で

も

よ

い

か

ら

自
分
の

労
働
力
を

売
り

た

い

と

念
じ

て
､

現
行

貸
金
の

半
分
の

貸
金

を

オ

ッ

フ

ァ

ー

す
る

と
､

米
の

価
希
も

半
分
に

な
っ

て
､

か

れ

の

オ

ァ

フ

ァ

ー

す
る

実

質
貸
金
は

も

と
の

米
20

k g

の

ま
ま

｡

つ

ま

り

労
働
者
は

自
ら

の

実
質
貸
金

を

オ

ブ

フ

(

4
)

ァ

ー

す
る

立

湯
に

な
い

の

で

あ

る
｡

従
っ

て

ぶ

g

曲
線
に

沿
っ

て

楓

捕

縛

海

ド

吟

卜

掻
ぃ

叫

崎

･り

.
航

挿

1

.
屯

r

㌧

軒

`

冶
ト

｢
▲

ト

←

-

.

呼
号



軒

･針

†

1

執

｡

叫

｡

櫛
叫

叫

蜘

納

付

｡

,

.
オ

､

･1

､

晦
.

( 2 1 ) 貨幣供給量 に つ い て

実
質
貸
金
の

切
下

げ
が

続
き

､

遂
に

肝

に

お

い

て

完
全

雇
用

吋
が

市
場
の

価
椅
機
構
の

働
き
に

よ

っ

て

実
現
す

る

こ

と

は

あ

り

え

な

い
｡

ケ

イ

ン

ズ

の

言

葉
に

ょ

れ

ば

『

労

働
側
に

ほ

実
質
貸
金
を

切

下

げ
る

手
段
は

存
在
し

な
い
』

の

で

あ

る
｡

雇
用
は

つ

ね

に

完
全

雇

用

点

杓
の

左

に

八

神
の

ギ

ャ

ァ

プ

を

残
し
て

と

ど

ま

る

か

ら
､

貸
金

吼
は
つ

ね

に

労
働
の

限

界
非
効

用

哉

凡
を

越
え

た

ま

ま

な
の

で

あ

る
｡

こ

う

し
て

第
二

公

準
は

極
め

て

基
本

的
な

論
拠
に

お

い

て

香
認
さ

れ

る

の

で

あ
る

｡

そ

の

根
拠

は

企
業
が

労

働
力

を

貨
幣
を

対

価
と

し

て
､

労
働
者
か

ら

買
う

と

(

5
)

い

う
認

識
だ

け
で

あ
る

｡

貨
幣
貸
金

は

完
全
に

伸
縮
的
な

も
の

と

想

定
さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

筆
者
は

未
だ

ワ

ル

ラ

シ

ア

ン

が

こ

の

第
二

公

準
否
認
に

対
し

て

有
効
な

反

駁
を

加
え

た

こ

と

を

知
ら

な
い

｡

従
っ

て
､

古

典
学
派

の

部
分

均
衡
モ

デ

ル

に

せ

よ
､

ワ

ル

ラ

シ

ア

ン

の
一

般
均

衡
モ

デ

ル

に

せ

よ
､

い

か

な
る

形
に

お

い

て

も

労
働
の

供
給
関
数
を

含
む

総
体

経
済
の

理

論
体

系
は

ナ

ン

セ

ン

ス

な
の

で

あ
る

｡

完
全
雇

用

を

前
提
と

し
て

い

る

か

ら

で

は

な

く
､

よ

り

基
本

的
に

､

第
二

公

準
に

依
拠
し
て

い

る

か

ら
い

け

な
い

の

で

あ

る
｡

こ

の

第
二

公

準
の

香
認
と

有
効
需
要
の

原
理

と
ほ

直
接
の

関

係

ほ

な
い

｡

こ

の

否
認
に

ょ

っ

て

従

来
の

経
済
学
が

国
民

経
済
全

体

の

動
き

に

つ

い

て

な
に

も

明
か

に

で

き

な
い

こ

と

が

わ
か

っ

た

の

で
､

ケ

イ

ン

ズ

が

か

れ

な

り
に

一

つ

の

試
み

と

し

て

創
設

し
た

の

が

有
効
需
要
の

原
理

だ
っ

た
｡

こ

の

有
効
需
要
の

原

理
の

最
も

重

要
な

結
論
は

不

完
全
雇

用

均
衡
の

成

立
で

あ
っ

て
､

古
典
学
汲
の

完
全

雇
用
モ

デ
ル

に

潰

滅
的
な

打

撃

を

与

え

た

が
､

や

が

て
､

『

所
与
の

貨
幣
ス

ト

ッ

ク
』

の

存
在
を

仮
定
し

た

場

合
に

は

完
全

雇
用

均
衡
に

導
か

れ

る

と
い

う
､

つ

ま
ら

ぬ

タ

ォ

リ

フ

ィ

ケ

イ

シ

ョ

ン

が
､

い

つ

の

ま

に

か

本
論
と

し
て

立

現
わ

れ
､

不

完
全

雇
用

均

衡
は

一

般
に

不

成
立

､

有

効
需
要
の

原
理

も

特
殊
な

理

論
と

し

て

お

と

し

め

ら

れ

た

あ

げ

く
､

最
も

基
本
的
な

第
二

公

準
の

香

認

ま
で

も
こ

っ

そ

り

片
付

け

ら
れ

て

し

ま
っ

た

の

で

あ

る
｡

事
態
は

ま
さ

に

ス

キ

ャ

ン

ダ

ラ

ス

と
い

わ

ね

ば

な

ら

な
い

｡

有
効

需
要
の

原
理
が

気
に

入

ら

な
い

と

し
て

も
､

第
二

公

準
香
認

を

そ

の

ま

ま

に

し
て

お

い

て
､

需
要
供

給
の

稔
体

的

均

衡
モ

デ
ル

に

戻
る

こ

と

だ

け
ほ

断
じ

て

許
せ

な
い

の

で

あ

る
｡

(

1
)

i

d
①

m
･

.

C

F

N
･

(

2
)

岩
e

出

2
.

p
･

-

汁

(

3
)

他

の

生

産
要
素

と
の

聞
で

多
少
の

出

入

り

が

あ
る

か

ら
､

価
格

は

厳
密
に

二

分
の

一

に

な
る

こ

と

ほ

な
い

と

ケ

イ
ン

ズ

は

い

っ

て

い

る

が
､

生

産
要
素
を

労
働
と

資
本
だ

け

に

限
れ

ば
､

他
の

条

件
を

一

定
と

し

て
､

厳
密
に

半

分
に

な
る

｡

βJ



一 頼 論叢 第八 十 一 巻 第 一 号 ( 2 2 )

(

4
)

決
し
て

､

g

g

が

存

在
し

な
い

と
い

う
こ

と

で

は

な
い

の

で

あ

る
｡

限

界
非

効

用
以

下
の

実
質
貸
金

で

ほ

労

働
者
ほ

労
働
を

決
し
て

売

渡
す
こ

と

ほ

な
い

の

だ

か

ら
､

ぶ

g

は

明
か

に

労
働
の

供
給

曲

線

*

で

あ

り
､

需
要
曲
線
刀

α

と

の

交

点
『

に

お

い

て
､

完
全

雇
用

は

も

っ

と

も

理

論
的
に

定

義
さ

れ

て

い

る

の

で

あ
る

｡

(

5
)

貨
幣
鮭
済
で

あ
っ

て
､

し
か

も
､

企

業
が

労
働
者
を

雇
用

す
る

社

会
で

あ
る

こ

と

が

条

件
で

あ
る

｡

生

産
者
が

そ

れ

ぞ

れ

自
ら
の

労

働
に

よ
っ

て

生

産
し

た

も
の

を

互
に

交

換
す
る

貨
幣
轟
済
を

仮
定

す

れ

ば
､

そ

こ

で

は

完
全

雇
用
と

同

等
な

状
態
が

均

衡
的
に

成

立

す
る

で

あ

ろ

う
｡

五

貨
幣
供
給

･

フ

ロ

ー

と
ス

ト

ア

ク

経
済
学
の

混

乱
の

す
ぺ

て

ほ
､

ケ

イ

ン

ズ

が
一

つ

の

タ

ォ

リ

フ

ィ

ケ

イ

シ

ョ

ン

と

し

た
､

『

所
与
の

貨
幣
ス

ト

ッ

ク
』

の

存

在
の

仮
定
で

あ
っ

た

の

で

あ

る
｡

こ

こ

で

こ

の

仮
定

の

妥
当

性
を

問
う

こ

と
が

ど

う
し

て

も

必

要
で

あ
る

｡

『

一

般
理

論
』

に

お

け

る

ケ

イ

ン

ズ

の

考
え

か

ら

し

ら
ぺ

て

み

よ

う
｡

ケ

イ

ン

ズ

は
.
第

一

九

革
｢

貨
幣
貸
金
お

よ

び

価
格
+

に

お

い

て
､

貨
幣
貸
金
の

引

下

げ

が

雇
用

量
を

増
加
さ

せ

る

効
果
に

つ

い

て

論

じ
て

い

る

の

で

あ

る

が
､

こ

こ

で

ま

ず
『

貨
幣
供
給
量
そ

れ

自
体

が

賃
金

､

物
価
水

準
の

関
数
で

あ

る

な

ら

ば
､

貸
金
引

下

げ
に

ょ

っ

て

雇
用
を

増
加
さ

せ

る

の

ぞ

み

は

全
く

な
い
』

と

限

定

し

た

上

で
､

貨
幣
量
が

事
実
上

固
定
さ

れ

て

い

る

と

し

た

場
合
に

つ

い

て

(

1
)

い

ろ
い

ろ
の

波
及

的
効
果
を

論
じ
て

い

る
｡

ケ

イ
ン

ズ

は

貨
幣
供

給
量
が

賃
金

､

物
価
と

平

行
的
に

増
減
す
る

と

考
え

た
こ

と

も

あ

っ

た
の

で

ほ

な

い

か

と

思
わ
れ

る
｡

も

う
一

つ

ほ
こ

の

論
文
の

第
一

節
で

の

引
用

で

す
で

に

示

し
た

よ

う
に

､

当
局
の

貨
幣
政

策
と

は

当

局
が

利
子

率
を

決
定
し

な
が

ら

貨
幣
量
を

増
減
す

る

こ

と
だ

と
の

ぺ

て

い

る
｡

そ

し
て

最
後
に

…
…
い

ず
れ

に

せ

よ
､

貨
幣
賃
金
の

伸
桁
性
を

仮
定

す
る

な

ら

ば
､

貨
幣
量
な

ど

と
い

う
も

の

ほ

つ

ま

ら

ぬ

も
の

だ
｡

し
か

し
､

貨
幣
当

局

が

貨
幣
供
給
量
を

変
化
さ

せ

る

と

き
の

条
件
は

(

2
)

経
済
全

体
に

実
質
的
な

作
用
を

及
ぼ

す
の

で

あ

る
｡

と

し

て

こ

の

ク

ォ

リ

フ

ィ

ケ

ン

シ

ョ

ン

の
一

文

を

終
っ

て

い

る
｡

先
の

第
一

九

革
の

議
論
が

形
式
的
に

す
ぎ

る

の

に

対

し
､

こ

の

引

用
に

お

け

る

ケ

イ

ン

ズ

の

態
度
は

鋭
く

断
定

的
で

あ

る
｡

さ

て
､

貨
幣
当

局
が

貨
幣
供
給
を

変
化
さ

せ

る

と

き
の

条
件

､

す
な

わ

ち

利
子

率
が

経

済
全

体
に

実
質
的
な

作
用
を

及
ぼ

す
の

は
､

投
資
の

決
定
を

通

じ
て

で

あ

る
｡

中
央
銀

行
が

公

開
市
場
で

債
権

､

.
棉

.

雅

や
軒

畔

担

掻
ぃ

峠

.岬

柑

幣

ぜ

叫

も

げ

終

r

■

ゆ
.

L
r

.√

-

}
ゝ



( 2 3 ) 貨幣供給量 に つ い て

軒

御

争

紛

争

如

･洲

骨
転

や

掛

･､榊

感

熱

】

j

｢

､

.

噛

の

買
入

れ

を

続
け
れ

ば
､

中

央
銀
行
券
の

供
給
量
は

増
え

利
子

率

ほ

低
下

す
る

｡

企

業
は

投
資
の

増
加
を

決
意
し

､

市
中

銀

行
は

こ

れ

に

応
じ

て

信
用

を

創
造
し

､

投
資
資
金

を

提
供
す

る
｡

貨
幣
供

給
量
ほ

大
い

に

増

加
し

､

有

効
需
要
の

拡
大

､

雇
用

水

準
の

上

昇

を

も

た

ら

す
の

で

あ

る
｡

こ

う
し

で

貨
幣
供
給
は

か

な

ら

ず
実

質

的
な

作
用
を

及

ぼ

す
の

で

あ
る

｡

さ

て
､

読
者
ほ
こ

こ

で

の

貨
幣
供
給
が

フ

ロ

ー

で

あ

る

こ

と

を

奇
異
に

思
う
で

あ

ろ

う
｡

し
か

し
､

投
資
は

フ

ロ

ー

な
の

だ

か

ら
､

こ

の

資
金
供

給
も
フ

ロ

ー

な
の

で

あ

る
｡

そ

れ

ほ

ケ

イ
ン

ズ

の

時

代
に

は

だ

れ

も

知
ら

な
か

っ

た
が

､

近

年
の

マ

ネ

ー
･

フ

ロ

ー

分

析
の

成
果
と

し

て

確
認
さ

れ

た

事
実
で

あ

る
｡

こ

れ

に

つ

い

て

は

(

3
)

次
の

西

川
元

彦
の

論
述
が

極
め
て

明

解
で

あ
る

｡

…

…

ま
っ

た

く

同
じ

も
の

で

あ

る

市

中
銀

行

等
の

総
貸
出
が

､

一

方
で

は

産
業
資
金

供
給
つ

ま

り

｢

投
資
の

フ

ァ

イ

ナ

ン

ス

機

能
+

と

し
て

と

ら

え

ら

れ
､

同

時
に
マ

ネ

ー

･

サ

プ

ラ

イ

つ

ま

り

｢

通

貨
供
給
の
パ

イ

プ

役
+

と

し
て

も

眺
め
ら

れ

て

い

る
｡

そ

こ

で

貸
出
は

明

ら
か

に
一

人
二

役
と

な

る
｡

:

■
…

･

…

…
マ

ネ

ー
･

フ

ロ

ー

分

析
は

す
ぺ

て

の

預
金
が

通

貨
で

あ

る

と

同
時
に

貯
蓄
で

あ
る

こ

と

を

実
物
経
済
と
の

関
係
で

明
ら

か

に

す

る
｡

…

…

…
･

‥

片
方
で

ほ

貯
蓄
と

投
資

､

片
方
で

ほ

通

貨
の

需
要
と

供

給
が

画
か

れ

て

く
る

｡

.

投
資
と
い

う
フ

ロ

ー

に

よ

っ

て

供
給
さ

れ

た

貨
幣
は

､

実

物
資

本
ス

ト

ア

ク

の

設
定
に

見
合

っ

て

貯
蓄
と
い

う
ス

ト
ッ

ク

に

な
る

｡

一

般
に

こ

の

ス

ト

ッ

ク

を

貨
幣
流
通

量
と

か

貨
幣
供

給
量
と
い

う
｡

こ

こ

に

用
語
上
の

混
乱
が

あ
る

よ

う
に

も

思
え

る

が

必

ず
し
も

そ

う
と

ほ

言
え

な
い

｡

貨
幣
に

対

す
る

需
要
と
い

う
と

き
､

ケ

イ

ン

ズ

以

来
､

そ

の

ス

ト

ッ

ク

残
高
全

体
に

つ

い

て

の

需
要
を

意
味
し

て

き
た

か

ら

で

あ

る
｡

銀

行
か

ら

貸
出
さ

れ

た

貨
幣
は

投
資
乗
数
の

効
果
を

通

じ
て

所

得
を

造

出
し

な

が

ら
､

実
物

資
産
に

見
合
う

貯
蓄
資
産
と

し
て

蓄

積
さ

れ

る
｡

こ

の

こ

み

入
っ

た

関
係
を

西

川
は

､

信
用
と

通

貨
を

区

別

す
る

こ

と

に

ょ
っ

て
､

次
の

よ

う
に

巧

妙
に

説
明
し
て

い

る
｡

銀
行
信
用
が

通

貨
供
給
の

お

も

な

経
路
だ

と
い

っ

て
､

信
用

の

需
要
が

そ

の

ま
ま

通

貨
の

需
要
と
は

い

え

な
い

｡

通

貨
の

需

要
関
数
と

い

う
と

き

は

通

貨
を

｢

保
有
+

す
る

需
要
を

指
し

､

借
用
の

需
要
ほ

多
く

の

易

食
通

貸
を

｢

使
用
+

す
る

需

要
で

あ

1
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り
､

通

常
｢

資
金
+

需
要
と

呼
ば

れ
､

｢

通

貨
+

需

要
と

区

別

(

4
)

さ

れ

る
｡

投
資
資
金

と
い

い
､

消
費
資
金

と
い

い
､

『

資
金
』

と

ほ

財
貨

､

サ

ー

ビ

ス

に

対

し
て

支
出
さ

れ
､

所
得
を

造

出
す
る

有
効
需
要
の

裏
付

け

ど

な
る

貨
幣
で

あ

る
｡

銀
行
の

信
用

創
造
に

よ

っ

て

供
給

さ

れ

る

の

は

投
資
資
金
で

あ

る
｡

企

業
が

こ

れ

を

支

出
し

た

と

き

に

貨
幣
が

供
給
さ

れ

る
｡

支

出
さ

れ

た

投
資
資
金
ほ

投

資
財
産

業

の

所
得
と

し
て

受
取
ら

れ
､

今

度
は

家

計
の

消
費
資
金

と

し

て

支

出
さ

れ

る
｡

乗
数
過

寒
が

終
了

し
た

と
き

､

支
出
さ

れ

た

資
金

ほ

貯
蓄

資
産
と

し

て

定

着
す

る

の

で

あ

る
｡

現

実
の

貨
幣
ス

ト

ッ

ク

は

こ

う
し

て

供
給
さ

れ

た

信
用
の

残
高

で

あ

る
｡

残
高
と
い

う
の

は
､

供
給
さ

れ

た

信
用

は

返

済
さ

れ

ね

ば

な

ら
な
い

か

ら
で

あ
る

｡

短
期
の

在
庫
投
資
ほ

も

ち

ろ

ん
､

長

期
の

設
備

投

資
も

時
の

経
過
と

と

も

に

減
耗
し

消
滅
す
る

｡

供
給

さ

れ

た

信
用

も

回

復
さ

れ

消

滅
し

な

け

れ

ば

な
ら

な
い

｡

も
っ

と

も
､

銀

行

信
用
の

供

給
は

エ

場
､

機
械
の

減
耗
を

ま
つ

ほ

ど

に

長
期
に

与
え

ら

れ

る

も
の

で

は

な
い

か

ら
､

銀
行
信
用

は

他
の

信
用
に

よ

っ

て

代
位
さ

れ

る
｡

社
債

､

株
式
の

発
行
に

よ
っ

て

貨
幣
が

回

収
さ

れ
､

銀

行

信
用
は

返

済
さ

れ

る
｡

信
用

創
造
の

後
始
末
に

よ
っ

て

貨
幣
ス

ト

ッ

ク

は

収

縮
す
る

の

で

あ
る

｡

そ

こ

朗

で

実

物
資
本
の

ス

ト

ッ

ク

に

丁

度
見
合
っ

て
､

貨
幣

､

債
券

､

株

式
を

主

と

す
る

金

融
資
産
ス

ト

ッ

ク

が

設

定
さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

こ

の

金

融
資
産
の

ス

ト

ア

ク

全

体
が

資
産
選

好
の

行
わ

れ

る

湯

で

あ
る

｡

財
政

活

動
を

も

含
め

る

な

ら
ば

､

政

府
信
用
の

残
高
も

加
え

ね

ば

な

ら

な
い

｡

海
外

と
の

取

引
を

も

含
め

る

な

ら

ば

対

外

信
用

残

高
が

加
わ

る
｡

そ

し
て

､

そ

の

す
べ

て

を

通

じ

て

共

通
の

性
椿
は

貯
蓄
資
産
で

あ
る

と
い

う
こ

と

で

あ

る
｡

す

な

わ

ち

所

得

と
し

て

受
取
ら

れ
､

消

費
さ

れ

る

こ

と

な

く

取

り

お

か

れ

た

貨
幣

(

5
)

ま
た

は

そ

の

転
化

し

た

資
産
で

あ

る

こ

と

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
に

､

現

実
の

貨
幣
ス

ト

ッ

ク

の

内

容
は

き

わ
め

て

ダ

イ

ナ
､

､

､

ッ

ク

な

性
格
を

も

つ
｡

あ

る

い

は
､

今
日

新
た
に

､

エ

場

建
設

資
金

と

し
て

自
動

車
製
造

会
社
が

銀

行
か

ら

借
入

れ
､

鉄
鋼

会
社
に

支
払

っ

た

鋼
材

代
金

と

し

て

の

当

座
預
金
も

あ

ろ
う

し
､

明

日
､

日

銀
の

窓
口
ヘ

納
入

さ

れ

ね

ば

な
ら

ぬ

手

形
決
済
の

た

め

の

日

銀

券
も

あ

ろ
う

｡

現

実
の

貨
幣
ス

ト

ッ

ク

と

ほ

激
し

く

流
入

し
､

激
し

く

流
出
す
る
フ

ロ

ー

の

プ

ー

ル

で

あ

る
｡

( ( (

3 2 1
) ) )

只
e

y

ロ
e
S
‥

O

p
●

2 .

t
●

-

p
●

N

宗
一

己
¢

m
.

.

勺
.

-

¢

-
.

西

川

元

彦
､

『

金

融
の

理

論
と

政

策
』

､

金

融
財
政

事

情
研

究

会
､

輔

柊

井

戸

峰

.…

■

恥
､吋

や

噂

.■岬

■
ち

赫

首

も

r

.

ず

卜

舟



如

針

∵
和

､

叫

叫

ぷ
㌦

軒

掛

軸

冶

､

,

一

､う

､

､

塊
｡

て
.

( 2 5 ) 貨幣供給量 に つ い て

一

九

七

七

年
､

6 8

-
柑

ペ

ー

ジ
｡

7 さ

ペ

ー

ジ

の

金

融
の

全

貌
図

は

記

述
の

理

解
に

極
め
て

有
益

で

あ

る
｡

供
給
さ

れ
た

貨
幣
が

投

資
資
金

と

し

て

有
効
需
要
を

造

出
す
る

の

で

あ
る

が
､

同

時
に

流

動
性

需
要

に

も

応
じ

て

い

る
｡

(

4
)

i

a
e

m
.

-

p
.

N

N

か
.

(

5
)

貨

幣
ス

ト

ッ

ク

を

金

融
資
産
全

体
の

な
か

に

位

置
づ

け

る

こ

と

は

ケ

イ
ン

ズ

の

知
ら

な
か

っ

た
こ

と
で

あ
る
｡

こ

れ

は

近

年
の

マ

ネ

ー

･

フ

ロ

ー

分

析
の

成
果

で

あ

る
｡

⊥

■(

投

資
乗
数
の

貨
幣
理

論

貨
幣
ス

ト

ッ

ク

は

ア

ク

テ

ィ

グ
･

バ

ラ

ン

ス

と

ア

イ

ド

ル

･

バ

ラ

ン

ス

に

わ

け

ら
れ

る
｡

ケ

イ

ン

ズ

の

利
子

論
の

タ

ー

ム

で

は

ま

え

が

取
引

動
機
に

ょ

っ

て

需
要
さ

れ

る

部
分
で

あ

り
､

あ

と

が

予

備
的
動
機
お

よ

び

投
機
的

動
機
に

ょ
っ

て

保
有
さ

れ

る

分
で

あ
る

｡

ア

ク

テ

ィ

ブ
･

バ

ラ

ン

ス

ほ

支

出
さ
れ

､

所
得
を

造

出
す

る

貨

幣
で

あ
っ

て
､

『

投
資
資
金
』

､

『

消
費
資
金
』

で

あ

る
｡

銀

行
に

ょ

っ

て

信
用

創
造
さ

れ
､

企

業
に

ょ
っ

て

投
資
さ

れ

た

ば
か

り
の

貨
幣

､

乗
数
過

超
を

進
行

中
の

貨
幣
で

あ
る

｡

こ

れ

を

取
引
の

便

宜
の

た

め
に

需
要
さ

れ

る

流
動

性
と

規
定

し
た

の

は

ケ

イ

ン

ズ

の

お

ど

ろ

く
べ

き

失
態
で

あ

る
｡

取
引
が

あ
る

か

ら

貨
幣
が

必

要
と

な

る

の

で

は

な
い

｡

貨
幣
が

支

出
さ

れ

る

か

ら

取

引
が

生

じ
､

所

得
が

生
じ

る

の

で

あ
る

｡

有
効
需
要
と

ほ

貨
幣
の

支
出
に

裏
付

け
ら

れ

た

需
要
で

あ

る
｡

ア

ク

テ

ィ

ヴ
･

バ

ラ

ン

ス

と

は

ま

さ

に

こ

の

有
効
需
要
を

裏
付

け

る

貨
幣
で

あ

る
｡

な
に

か

他
の

原
理
で

所
得
が

生
じ

､

そ

の

取

引

の

必

要
の

た

め

に

な
に

が

し

か

の

貨
幣
が

助

と
し

て

貨
幣
ス

ト

ッ

ク

の

な

か

か

ら

用

意
さ

れ

る

か

の

よ

う

な

『

一

般
理

論
』

の

叙
述

(

1
)

ほ

基
本
的
に

ワ

ル

ラ

シ

ア

ン

そ

の

も
の

と
い

わ
ね

ば

な

ら

な
い
｡

乗
数
過

寒

は

支

出
の

連
続
の

過

程
で

あ

る

と

同

時
に

､

貨
幣
貯

蔵
の

過

餐
で

も

あ

る
｡

所

得
と

し

て

受
取

ら
れ

た

貨
幣
の

一

部
は

貯
蓄
性
向

に

従
っ

て

貯
蓄
さ

れ

る
｡

こ

れ

が

ア

イ

ド

ル

･

バ

ラ

ン

ス

と

な

る
｡

ほ

じ

め
の

ア

ク

テ

ィ

ブ
･

バ

ラ

ン

ス

が

す
べ

て

ア

イ

ド

ル

･

バ

ラ

ン

ス

と

な
っ

た

と

き

に

乗
数
過

程
は

終
了

す
る

｡

投

資
資
金

と

し

て

支

出
さ

れ

た

娩
ほ

､

新
た
に

そ

れ

だ

け
の

資
本

を

蓄
積
し

､

そ

の

乗
数
倍
の

所
得
を

造

出
し

､

同

額
の

貯
蓄
貨
幣
鶴

と

な

る

の

で

あ

る
｡

こ

う
し

て

設
定

さ

れ

た

ア

イ

ド

ル

･

バ

ラ

ン

ス

も
い

つ

ま
で

も

ア

イ

ド

ル

で

い

る

わ

け
に

は

ゆ
か

な
い

｡

銀
行
信
用
の

期
限

に

応

じ

て

そ

の

後
始
末
が

さ
■
れ

ね

ば

な

ら

な
い

｡

企

業
信
用
に

つ

い

て

は

社

債
､

株
式

､

政

府
信
用
に

つ

い

て

ほ

長
期
公

債
へ

と

転
換
さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

こ

の

ア

イ

ド
ル

･

.
バ

ラ

ン

ス

と

他
の

金

融
資
産

朋
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の

交
替
の

場
こ

そ

資
産
選
好
の

交
叉
の

う
ち
に

､

利
子

率
の

形
成

さ

れ

る

と
こ

ろ
で

あ

り
､

政

府
の

貨
幣
政

策
の

場
で

も

あ

る
｡

典

数

的
に

ほ

中

央
銀
行
の

短
期
債
権
に

つ

い

て

の

市
易
オ
ペ

レ

イ
シ

ョ

ン

が

行
わ

れ

よ

う
｡

『

所
与
の

貨
幣
ス

ト

ッ

タ
』

が

意

味
を

も

つ

の

も
こ

こ

に

お

い

て

で

あ
る

｡

短

期
債
権
の

買
オ

ペ

レ

イ

シ

ョ

ン

が

行
わ

れ

た

と

し
よ

う
｡

債

権
価
格
は

上

昇
､

利
子

率
は

低
下

､

増
発
さ

れ

た

中
央
銀

行
券
を

支

払
準
備
と

し
て

新
た

に

投
資
資
金

を

提
供
さ

れ

た

経
済
は

拡

張

へ

と

向

う
で

あ

ろ
う

｡

貨
幣
当

局

は

買
オ

ペ

レ

イ
シ

日

ン

の

絵
額

を
一

方

的
に

定
め

る

こ

と
に

ょ
っ

て
､

『

所
与
の

貨
幣
ス

ト

ッ

タ
』

を

与
え

る

の

で

あ

る
｡

し

か

し

な

が

ら
､

『

所
与
の

貨
幣
ス

ト

ッ

ク
』

は
一

日

で

も

そ

の

ま

ま

に

維
持
さ

れ

る

こ

と

ほ

あ

り

え

な
い

｡

短

期
債
権
の

期
限

は
つ

ぎ
つ

ぎ

と

到

来
し
て

中
央
銀

行
券
は

そ

の

た
び

に

回

収
さ

れ

る

の

で

あ
る

｡

市
中

銀
行
の

信
用

も

す
で

に

み

た

よ

う
に

逐
次

回

収
さ

れ

ね

ば
な

ら

な
い

｡

貨
幣
ス

ト

γ

ク

を
一

定
に

保
つ

た

め
に

は
､

連
日

､

貨
幣
政

策
が

精
励
さ

れ

ね

ば

な

ら

な
い

｡

貨
幣
ほ

回

転
す
る

の

で

ほ

な
い

｡

生
れ

て

は

消
え

る

の

で

あ

る
｡

(

1
)

只
O

Y
ロ

望
‥

｡

ワ

C

F

p
･

-

ざ
ワ

N

声

後

者
で

ケ

イ

ン

ズ

は

新
産
金
に

よ
る

金

貨
､

財
政

支
出
に

よ
る

政

府
紙
幣
の

供
給

に

つ

い

て
､

そ

れ

が

直
接
に

所
得
を

生

ず
る

ケ

イ
ス

を

あ

げ
て

い

る

が
､

直
ち

に

そ

れ

ら

を

絡

殊
ケ

イ
ス

と

し
て

退

け
､

銀

行

覿
識
の

債

権

買

入

れ

に

よ

る

貨
幣
供

給
を

典
型

的
な

も
の

と

し
て

議
論
を

進
め

る
｡

こ

れ

だ

け

で

ほ

所
得
は

造

出
さ

れ

な
い

か

ら

俄
に

対

す
る

需
要
は
ぜ

ロ

で

あ

ろ

う
｡

七

結
び

に

か

え

て

『

所
与
の

貨
幣
ス

ト

ッ

ク
』

の

存
在
を

仮
定

す
る

こ

と

は

実
は

一

つ

の

貨
幣
政

策
の

選

択
を

仮
定
す
る

こ

と
で

あ
っ

た
｡

非
自
発

的
失
業
が

生

じ

て
､

･
貸
金

､

物
価
が

下

落

す
る

と

き
､

貨
幣
ス

ト

ッ

ク

を
一

定
に

保
つ

の

ほ

拡
張
的
貨
幣
政

策
で

あ
る

｡

企

業
投
資

は

実
物
ベ

ー

ス

で

計

画
､

実
施
さ

れ

る

か

ら
､

貸
金

､

物
価
の

下

落
は

娩

を

縮
小
さ

せ
､

銀

行
の

支

払

準
備
の

必

要
も

減
少

す
る

｡

中
央
銀

行
は

積
極
的
に

買
オ
ペ

レ

イ

シ

司

ン

を

行
わ

な

け

れ

ば

中

央
銀
行

券
残
高
を

維
持
す
る

こ

と
は

で

き

な
い

で

あ

ろ

う
｡

完
全

雇
用
が

回

復
さ

れ

る

と

す
れ

ば

そ

れ

は

政

策
の

効
果
で

あ
る

｡

現

実
の

貨
幣
ス

ト

ア

ク

の

歴
史
は

､

ケ

イ
ン

ズ

が

先
に

か

す
か

に

示

唆
し

た

も

の

に

近
か

っ

た

の

で

は

な
い

か

と

思
わ

れ

る
｡

そ

れ

は

貸
金

､

物
価
と

平
行
的
に

増
減
し
て

き
た

｡

周

知
の

よ

う
に

､

そ

れ

は
マ

ネ
タ

リ

ス

ト

の

実
証
し

た

と
こ

ろ
で

も

あ

る
｡

貸
金

､

頒

畔

瀬

戸

∴

岬

ド

猿
山

叫

噂

申

.
鳴

〆

や
∴

丸

連

作

r
J

凍
-



町

.
≠

.

淋

､

う

瑚

■｡

一

ぷ

∵
対

称

締
′

轡

叫

y

.
よ

ぅ

¶

､

碗
｡

物
価
が

下

落
す
れ

ば
､

信
用

創
造
も

そ

れ

だ

け

縮
小

し
､

経
済
は

デ
フ

レ

イ

シ

ョ

ン

に

沈
滞
す
る

に

委
さ

れ

た

の

で

あ

る
｡

逆
に

ブ

ー

ム

に

お
い

て

ほ
､

貸
金

､

物
価
の

上

昇
に

見
合

っ

て

信
用

も

拡

大
し

､

時
と

し

て

過

熱
イ

ン

フ

レ

イ

シ

ョ

ン

と

な
っ

た

の

で

あ

る
｡

貨
幣
経
済
ほ

政

府
を

頂
点
と

す

る

財
政

金

融
組
織
が

絶
え

ず
貸

幣
を

供

給
し

続
け
る

こ

と

に

ょ

っ

て

成

立

し
て

い

る

組
織
で

あ

る
｡

新
し
い

貨
幣
の

供
給
が

と

ま
れ

ば

所
得
は

ぜ

ロ

と

な
る

｡

一

定
の

貨
幣
ス

ト

ッ

ク

が

転
が

さ

れ

て

い

る

の

で

ほ

な
い

の

で

あ
る

｡

(

東
京

学

芸

大
学

教

授
･

一

橋
大
学
講
師
)

( 2 7 ) 貨 幣供給丑 に つ い て




