
( 1 5 1) 一 般均 衡分 析 に お け る 貨幣理 論の 展 望

一

般
均

衡
分
析
に

湧

け
る

貨
幣
理

論
の

展
望

-
取
引

費
用
ア

プ

ロ

ー

チ
､

一

時
均
衡
ア

プ

ロ

ー

チ

お

よ

び

交
換
の

分

権
化
ア

プ

ロ

ー

チ

1

一

は

じ

め
に

一

般
均

衡
の

枠
組
で

貨
幣
理

論
を

展
開
す
る

と
い

う

試
み

は
､

交
換
お

よ

び

生

産
を

含
む

経
済
モ

デ
ル

の

一

般

均

衡
の

存

在
が

A
【

3
弓

=

ロ
e

b

岩
仁

〔
-

設
占
.

D
の

官
e

亡

〔
-

¢

h
¢

〕
.

G
巴
e

〔

-

¢

設
〕

.

E
c

只
e

n

N

岩
.

〔

-

巴
占
､

サ

ロ
打

已
d

O

〔

-

巴
8

等
に

よ
っ

て

証

明

さ

れ

て

以

来
､

多
様
な

ア

プ

ロ

ー

チ

で

な

さ

れ

て

き

た
｡

貨
幣
に

対

す
る

需
要
や

貨
幣
の

正

の

交
換
価
値
を

論
理

的
に

導
く

た

め

に
､

各
ア

プ

ロ

ー

チ

の

基
礎
は

､

貨
幣
の

持
つ

多
様
な

特
質
に

依
存
す

る
｡

貨
幣
は

通

常
､

次
の

特
質
を

持
つ

も

の

と
し

て

考
え

ら

れ

て

い

る
｡

鵜

沢

秀

H
貨
幣
を

用
い

る

取

引
の

方
が

物
々

交
換
(

出
P

ユ
e

r

)

取
引

よ

り

も
､

取

引

費
用
が

少

な
い

｡

日
貨
幣
は

､

交
換
手

卑
や

価
値
保

蔵
手

段
と

し
て

､

不

確
実

性
の

経

済
に

お

い

て

ほ

勿
論

､

確
実
性
の

経

済
に

お

い

て

も

需
要
さ

れ
､

用
い

ら

れ

る
｡

日
貨
幣
は

､

取

引

可

能
領
域
を

拡
大

し
､

そ

の

情
報
伝
達
の

速
さ

や

情
報
量
の

差
に

起
因
す
る

費
用
を

軽
減
す
る

｡

こ

れ

ら
の

特

質
の

一

つ

を

強
調

す
る

こ

と
に

よ

り
一

般
均

衡
分

析
の

枠
組
で

貨
幣
理

論
を

構
築
す

る

こ

と
が

可
能
に

な
っ

た
｡

第

一

の

ア

プ

ロ

ー

チ

は
､

財
の

取

引
に

は

労
働

､

時
間
あ

る

い

は
､

他
の

財
を

犠
牲
に

せ

ざ

る

を

え

な
い

と
い

う

点
を

強

調

す
る

｢

取

脱
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引
費
用
ア

プ

ロ

ー

チ
+

で

あ

る

(

貨
幣
の

特

質

H
に

依
存
す
る
)

｡

こ

の

議
論
ほ

第
二

節
で

述
べ

ら

れ

る
｡

第
二

の

ア

プ

ロ

ー

チ

ほ
､

各
期
間
ご

と
に

当

該
期
間
の

需
給
バ

+

フ

ン

ス

の

み

に

限

定
し

て

取

引
を

実
行
す
る

た

め
に

､

各
期
間
の

予

算
制
約

式
を

仲

介
す

る

価

値
保
蔵
と

し
て

の

貨
幣
な

い

し

金

融
資
産
の

役
割
り

に

注
目

す
る

｢

一

時
均

衡
ア

プ

ロ

ー

チ
+

で

あ

る

(

主
に

貨
幣
の

特

質
肖
に

依

存
す
る
)

｡

こ

の

議
論
ほ

第
三

節
で

述
べ

ら

れ

る
｡

第
三

の

ア

プ

ロ

ー

チ

は
､

市
場
と

各
経
済
主

体

と

の

取
引
で

は
一

般
均
衡
が

成

立

す
る

条
件
の

も

と
に

､

後
述
す
る

取
引

制
約
を

守
り

な
が

ら

相

対

交
換
だ

け
で

一

般
均
衡
配
分

が

成

立

す
る

か

ど

う
か

を

明

ら
か

に

し
､

そ

の

結
果
に

基
づ

い

て

貨
幣
経

済
の

優
位
を

示

そ

う
と
い

う

｢

交

換
の

分

権
化
ア

プ

ロ

ー

チ
+

で

あ

る

(

貨
幣
の

特
質

‥

国
に

依
存
す
る
)

｡

こ

の

議
論
は

第
四

節
で

述
べ

ら

れ

る
｡

第
五

節
で

は
､

貨
幣
へ

の

需
要
あ

る

い

は

貨
幣
の

正
の

交
換
価
値
が

導
出
さ

れ

る

主

要
な

仮

定
を

要
約
す
る

｡

最
後
に

第
六

節
で

､

貨
幣
理

論

の

真
の

困

難
さ

が

述
べ

ら

れ

る
｡

何

故
伝
統
的
な

交
換
お

よ

び

生

産
を

含
む

経

済
モ

デ
ル

(

こ

れ

を
一

般
均
衡
モ

デ
ル

と

略
称
す
る
)

で

は
､

貨
幣
に

対

す
る

需
要

や

貨
幣
の

正

の

交

換
価
値
を

論
理

的
に

導
出
で

き

な

か
っ

た

の

か
｡

以

下
､

こ

の

問
題
に

つ

い

て

若
干

述
べ

て

み

よ

う
｡

一

般
均
衡
モ

デ

ル

で

は
､

財
の

配
分

の

理

論

(

T
F
e

0
1

y

O
柵

甜り
～

A
-
-

O
C

巳
-

O

n
)

が

そ

の

核
で

あ

り
､

財
の

取

引

(

交

換
)

の

理

論

(

T
F
e

O

召
O
f

E

宍
F
P

P
g

e
)

は

な

さ

れ

て

い

な
い

｡

こ

の

こ

と

は
､

一

般
均
衡
モ

デ
ル

で

は
一

般
均

衡
の

存
在
と

そ

の

パ

レ

ー

ト

効
率

性
と
が

主

要
テ

ー

マ

で

あ

っ

た

こ

と

か

ら

も

明

ら
か

と

な

る
｡

一

般
均
衡
の

存
在
問
題
は

､

∽
各
経
済
主

体
が

価
椿
受
容

者
と

し
て

行
動
し

､

00
各

経

済
主

体
が

市

場
と

取
引

し
､

㈹
財
の

需
給
バ

ラ

ン

ス

が

と

れ

て
､

し
か

も

肖
各

経
済
主

体
の

効
用
(

満
足
)

又
は

利
潤
が

極
大
に

な
る

よ

う
な

価
格
体

系
が

存
在
す
る

七
い

う
形
で

解

決
さ

れ

た
｡

取
引

形
態
の

観
点
か

ら

み

る

と
､

全
て

の

取

引
は

財
の

需
給
バ

ラ

ン

ス

が

達
成
さ

れ

た

時
､

そ

の

時
に

限

り
､

市
場
と

各
経

済
主

体
と
の

間
で

実
行
さ

れ

て

い

る
｡

ま

た
､

取

引

回

数
な
い

し

取

引

の

契
約
形
態
の

観
点
か

ら

み

る

と
､

全
て

の

取

引

契
約
が

､

現

在

市
場
の

存
在
は

勿
論

､

将
来
市

場
や

条
件
付
き

市
場
の

存
在
を

仮

定
し

た

う
え

で
､

現

在
時
点
で

全
て

な
さ

れ

て

い

る
｡

こ

の

二

つ

の

特
徴
を

考
え

る

と
､

取

引

費
用
や

情
報
収
集

費
用

な

ど
､

取
引
に

関
し

て
一

切

費
用
の

か

か

ら

な
い

一

般
均

衡
モ

デ

ル

で

は
､

全
て

の

取
引
が

あ

た

か

も
一

時
点

､

例
え

ば
､

現

在
時

点
で

な

さ

れ

る

も

の

と

言
え

る
｡

従
っ

て
､

こ

の

よ

う
な

経
済
に

汁
-
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は
､

交
換
手

段
と
し

て

の

貨
幣
や

価
値
保
蔵
と
し

て

の

貨
幣
の

存

在
理

由
は

な
い

｡

即

ち
､

貨
幣
に

対

す
る

需
要
ほ

論
理

的
に

導
出

さ

れ

て

い

な
い

｡

従
っ

て
､

貨
幣
理

論
を

一

般
均
衡
分

析
の

枠
組

で

陽
表
的
に

展
開
す
る

こ

と

は
､

ど
の

よ

う
な

仮
定
か

ら

貨
幣
に

対

す
る

需
要
を

導
出
す
る

か

と
い

う
点
に

関
係
し

て

く

る
｡

貨
幣

の

交
換
価
値
が

正

で

あ

る

こ

と

を

明

ら

か

に

す
る

の

が

本
質
的
に

貨
幣
理

論
の

核
と

な

る
｡

何

故
な

ら

ば
､

S
t

罵
r

〔
-

笥
○
〕

も

指

摘
す
る

よ

う
に

､

貨
幣
の

三

つ

の

機
能
(

交

換
手

段
､

価
値
保
蔵

手

段
､

お

よ

び

計

算
単
位
と

し
て

の

機
能
)

の

う

ち
､

本
質
的
に

主

要
な
の

ほ

交
換
手

段
と

し
て

の

機
能
で

あ

り
､

他
の

機
能
は

そ

れ

か

ら

導
か

れ

る

か

ら
で

あ

る
｡

〓

取
引

費
用
ア

プ

ロ

ー

チ

財
の

取

引
に

は
､

取

引

仲
介
者
の

経

済
活

動
を

必

要
と

す
る

｡

従
っ

て
､

そ

の

活

動
の

た

め
に

は
､

労
働
サ

ー

ビ

ス

､

時
間
あ
る

い

は
､

他
の

財
を

犠
牲
に

せ

ざ
る

を

え

な
い

｡

こ

の

よ

う
な

費
用

を

捻
称
し
て

､

取

引

費
用
と
い

う
｡

何
故
貨
幣
が

需
要
さ

れ

る

か

を

明

ら

か

に

す
る

た

め

に
､

貨
幣
の

取

引

費
用
が

ゼ

ロ

､

又

は
､

貨
幣
を

用
い

る

経
済
の

方
が

貨
幣
を

用
い

な
い

物
々

交
換
経
済
に

比
べ

て

取
引

費
用
が

少
な
い

点
に

着
目

す
る

の

が
､

取

引

費
用
ア

ブ

ロ

ー

チ

で

あ

る
｡

一

期
間
モ

デ
ル

と

多
期
間
モ

デ
ル

と

が

あ

る
｡

例
え

ば
､

S

O

n
･

t

F
e
小

m
e
り

〔
-

笥
N

〕
､

試
P

ゃ

だ
F
-

〔

-

心

勺

占
.

内

実
N

〔
-

¢

ヨ
且
.

S
t

胃
r

〔

-

笥
占

な

ど
は

前
者
に

属
し

､

H
巴

昌
〔

-

笥
-

〕
-

〔
-

笥
占
-

S
t

賀
･

【

e
t
t

〔

-

巴
､

占
､

H
e
-
-

e

【

〔

-

笥
ム

ニ
ー

H
e
-
-

O

r

p

n
a

S
t

胃
r

〔
-

笥
8
.

H
p

y
p
s

F
小

〔

-

宅
8
.

-

O

n

e
∽

〔

-

笥
且

な

ど

は

後
者
に

属
す

る

代

表
的
な

論
文
で

あ

る
｡

(

但
し

､

-

O

n
e

S

〔

-

ミ
且

は
､

本
質
的
に

他
の

論
文
と

異
な
る

枠
組
で

の

分

析
で

､

後
述
す
る

第
三

の

交
換

の

分

権
化
ア

プ

ロ

ー

チ

に

関
係
し

て

い

る
｡

こ

こ

に

含
め
た

理

由

は
､

取

引

費
用
の

存
在
が

交
換
手

段
■

と

し
て

用
い

ら
れ

る

財
の

需

要
を

導
く
の

に

本

質
的
に

働
い

て

い

る

か

ら
で

あ

る
｡

)

一

般
均

衡
分

析
の

枠
組
で

貨
幣
理

論
を

確
立

す
る

必

要
が

あ

る

と

H
p

F
n

〔

-

宗
凸

ほ

考
え

る
｡

何

故
な

ら

ば
､

一

般
均
衡
理

論

ほ

配
分
の

理

論
で

あ
っ

て
､

取

引
の

理

論
で

は

な
い

｡

既
述
の

よ

う
に

､

貨
幣
に

対

す
る

需
要
を

論
理

的
に

導
く

に

は

取

引

(

交

換
)

の

理

論
を

必

要
と
せ

ざ

る

を

え

な
い

｡

一

つ

の

試
み

が
､

貨

幣
の

特

質
H
に

着
目

し

て

詫
巴
-

ロ

〔

-

笥
-

〕

に

よ

り

取
引
費
用
を

伴
な

う
多
期
間
交

換
経

済
モ

デ
ル

と

し

て

提
示
さ

れ

た
｡

彼
は

､

市
場
の

役
剖
り

を

財
の

取
引
を

実

行
す

る

経
済
活

動
と

規
定

す
る

｡

■7

し

か

も

市

場
が

機
能
す
る

際
に

は

本
質
的
に

取

引

費
用
が

か

か

る

が

虹⊥ _
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と

想

定
す

る
｡

こ

れ

を

明

示

的
に

表
現

す
る

た

め
に

､

財
の

分

類

を

通

常
行
な

わ

れ

る

分

類
に

加
え

て

次

の

二

つ

に

細

分

す

る
｡

(

通

常
行

な

わ

れ

る

財
の

分

類
は

､

そ

の

財
の

物
理

的
特
性

､

受

渡
し

期
日

､

受
渡
し

場
所

､

お

よ

び

条
件
付

確
率
に

基
づ

い

て

な

さ

れ

る
｡

)

各
経

済
主

体
が

保
有
す
る

財
は

､

保
有
者
の

明

ら

か

な

財
(

n

P

m
e

d

g
O
｡

d
)

と

呼
び

､

通

常
の

分

類
で

ほ

同
じ

財
も

､

市

場
が

保
有
す
る

財
は

､

無
名

の

財
(

2
岩
ロ
y

2
0

宏

笥
O

d
)

と

呼
ん

で

区

別

す
る
｡

市
場
の

経

済
活

動
と
は

､

ロ
p

ヨ
e

d

g

0

0

計

か

ら

p

n
O

ロ
叫

ヨ
○

岳
g

0
0

d
s

へ

の

変
換
を
さ

し
､

こ

の

際
に

取
引

費

用
が

か

か

る
｡

適
当

な

仮
定
の

も

と
で

こ

の

よ

う

な

経
済
の

一

般

均
衡
の

存
在
証

明
が

行
な

わ

れ

る
｡

舟
場
の

経
済
活

動
を

､

あ

た

か

も

生

産
活

動
と

同

じ
ょ

う
に

扱
う

点
に

､

こ

の

議
論
の

特
徴
が

あ

る
｡

他
の

著
者
達
は

､

こ

の

点

を
よ

り

明

確
に

､

取

引

仲
介
者
達
の

経
済
活
動
と

し
て

表

現

す
る

｡

特
に

､

謀

臣
e

コ
p

邑
S
t

胃
ユ
ー

笥
且

は
､

非
凸
な

取
引

可

能
集
合
の

場
合
に

ま
で

取

引

仲

介
者
の

活

動

を

拡

大
し

､

近

似

均
衡

(

A
p

胃
○

邑
m
邑
e

内

名
-
-

誉
訂
m
)

の

存

在
証

明
に

成
功
し
て

い

る
｡

H

旨
ロ

〔

-

笥
-

〕

.
は

こ

の

よ

う
な

経
済
モ

デ
ル

に

別
し

て
､

貨

幣
を

次
の

よ

う

に

把

握
す

る
｡

㈹
n
P

m

a
g

0

0

d

で
､

か

つ
､

呂
｡

n
y

ロ
｡

宏
g

邑
で

あ
る

財
で

あ

る
｡

即

ち
､

市

場
の

経

済

湖

活
動
を

必

要
と

し

な
い

､

あ
る

い

は
､

取

引

費
用

は
ゼ

ロ

で

あ

る
｡

00
異

時
点

間
に

わ

た

る

持
ち

込
み

費
用
が

ゼ

ロ

で

あ
る

｡

即
ち

､

減
価
せ

ず
に

価
値
は

保

蔵
さ

れ

る
｡

㈹
消

費
さ

れ

ず
､

効
用

関
数

の

中
に

入

ら

な
い

｡

即

ち
､

直
接
効
用

を

持
た

な

い
｡

し

か

し

な
が

ら
､

貨
幣
を

陽
表

的
に

含
ん

だ

経
済
に

つ

い

て

論

理

的
な

展
開
は

､

十

分
に

な

さ

れ

な

か
っ

た
｡

竹
れ

ど

も
､

取

引

費
用
の

導
入
に

よ
っ

て
､

一

般
均
衡
が

非
パ

レ

ー

ト

効
率
的
で

あ

る

可

能
性
が

指
摘
さ

れ

た
｡

又
､

こ

の

状
態
は

､

貨
幣
に

よ

っ

て

パ

レ

ー

ト

効
率
的
に

改
善
さ

れ

る

可

能
性
が

示

唆
さ

れ

た
｡

こ

の

よ

う
な

問
題
は

､

そ

の

後
､

S
t

胃
【

e

t
t

〔

-

笥
占

に

よ

っ

て
､

一

般
均

衡
が

取
引

費
用
の

存
在
の

た

め

に

非
パ

レ

ー

ト

効
率
的
に

な

る

例
が

提
示
さ

れ

た
｡

彼
は

さ

ら
に

､

金

融
的
資
産
(

跡
え

ば

債

券
の

発
行
)

に

よ
っ

て

状
態
が

改

善
さ

れ
､

一

般
均

衡
が
パ

レ

ー

ト

効
率
的
に

な

る

こ

と

を

拭
巴
-

n

〔

-

宅
-

〕

モ

デ
ル

と

本

質
的
に

同
じ
モ

デ
ル

に

つ

い

て

証

明
し

た
｡

一

般
均

衡
が

取
引

費
用
の

存

在
の

た

め
に

非
パ

レ

ー

ト

効
率
的
に

な
る

と

考
え

ら
れ

た

点

ほ
､

次
の

よ

う
に

健
正
さ

れ

た
｡

一

般
均

衡
が

非
パ

レ

ー

ト

効
率
的
に

な

る

真
の

理

由
は

､

取

引

制
約
と

し
て

､

制

度
的
に

借
入

れ

が

許

さ

れ

て

い

な
い

こ

と

で

あ

る
｡

こ

れ

は
､

H

旨
ロ

〔
-

笥
占

も

指

ヽ

.

.け

ー

L

【

′
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一

般 均衡 分析 に お け る 貨幣理 論 の 展望

摘
す
る

よ

う
に

､

パ

レ

ー

ト

効
率
の

概
念
が

､

㈲
初

期

賦

存

量
の

配
分

状

態
､

及
び

､

肘
取

引

制
約

､

に

依
存
し
て

定

義
さ

れ

る

相

対

的
な

概
念
で

あ

る

こ

と
か

ら

も

明
ら

か

と

な
る

｡

H
P

F
n

〔

-

宅
占

は
､

貨
幣
を

陽
表

的
に

含
む

交

換

経

済
モ

デ

ル

の

中
で

､

貨
幣
の

役
割

り

を

明
ら

か

に

す

る

と
い

う

未
解

決
で

あ
っ

た

問
題
を

論
理

的
に

追
求

し
た

結
果

､

次
の

結
論
を

得
た

｡

こ

の

よ

う
な

H
巴
F

n

〔

-

笥
と

モ

デ
ル

で

は
､

貨

幣
は

非

本

質
的

で

あ
る
｡

非
本
質
的
で

あ
る

と

は
､

貨
幣
を

含
ん

だ

経

済
で

達

成

さ

れ

る

資
源

配
分
が

､

貨
幣
を

含
ま

な
い

経
済
で

も

実
行

可

能
で

あ

る

と
い

う
こ

と
を

意
味
す
る
｡

従
っ

て
､

貨
幣
の

有
用

性
は

論

理

的
に

導
出
で

き

な
い

｡

つ

ま

り

貨
幣
に

対

す
る

需
要
は

説

明
で

き

な
い

｡

こ

の

こ

と

か

ら

H
巴

呂
〔
-

笥
凸

の

議
論
で

は

真
の

貨

幣
理

論
が

展
開
さ

れ

て

い

る

と

は

言
い

難
い

｡

同

様
に

､

一

期

間
モ

デ
ル

に

よ

る

取

引

費
用
ア

プ
ロ

ー

チ

の

中

で
､

S
t

賀
H

〔
-

笥
占
-

S
O

n
t

F
e

告
.

r

e
H

〔

-

笥
N

〕

の

議
論
も

十

分
と

は

言
え

な
い

｡

S
t

賀
【

〔

-

ミ
占

は
､

貨
幣
に

対

す

る

需

要

を
､

取

引
に

要
す
る

取

引

税
を

期
末
に

貨
幣
で

政

府
に

納
め

さ

せ

る

制

度
か

ら

導
出
し
て

い

る
｡

又
､

S

O

n
t

F
e

訂
P

e

【

〔
-

笥
N

〕

ほ
､

取
引

費
用
と

し
て

の

労
働
サ

ー

ビ

ス

が

貨
幣
経

済
の

方
が

物
々

交
換
経

済
に

比
べ

て
､

よ

り

少
な

く
て

す

み
､

か

つ
､

労
働
サ

ー

ビ

ス

は

負
の

効
用
(

余
暇

は

正
の

効
用
)

を

持
つ

点
か

ら

貨
幣
に

対

す
る

需

要
を

導
出
し

て

い

る
｡

い

ず
れ

の

議
論
か

ら

も

明
ら

か

な

よ

う

に
､

取

引
が

行
な

わ

れ

れ

ば
､

そ

の

時
､

貨
幣
に

対

す

る

需

要
が

正

と

な
る

｡

H
P

y
p
S

F
-

〔

-

笥
占
.

只
実
N

〔

-

笥
ぎ
〕

は
､

内

部
貨
幣
を

含
ん

だ

交

換
経

済
に

つ

い

て

貨
幣
的
均

衡
の

存
在
証

明
を

行
な
っ

て

い

る
｡

特
に

H
P

y

監
E
〔
-

ミ
占

は
､

内

部
貨
幣
に

対

す
る

需
要
を

､

初
期
既

存
量
の

配
分
が

非
パ

レ

ー

ト

効
率
的
で

あ

る

こ

と

か

ら

導

い

て

い

る

点
が

興

味
深
い

｡

何

故
な

ら
､

直

接
効
用
を

持
た

な
い

内

部
貨
幣
が

､

社

会
全

体
の

取

引
手

段
と

し
て

需
要
さ

れ

る

こ

と

を

示
し

た

か

ら
で

あ
る

｡

即

ち
､

論
理

的
に

内

部
貨
幣
に

対

す

る

需
要
を

導
出
し
た

｡

し

か

し

な

が

ら
､

外
部
貨
幣
や

価
値
保

蔵
と

し

て

の

貨
幣
を

も

同

時
に

含
ん

だ
､

よ

り

復
姓
で

､

現

実
的
な

貨

幣
理

論
の

展
開
が

残
さ

れ

て

い

る
｡

取
引

過

程
の

中
か

ら

特
定
の

財
が

交

換
手

段
と

し
て

選
ば

れ
､

需
要
さ

れ

る

モ

デ
ル

を

ー

O

n
e

ひ

〔
-

笥
ヱ

が

示

し
て

い

る
｡

取

引

制
約
は

､

㈲
相
対

売
買

､

肘
等
価
交

換
､

M
制
限

的
情
報
で

あ

り
､

分

権
化
ア

プ

ロ

ー

チ

に

分
析
は

似
て

い

る
｡

几

種
顆
の

財
が

あ

る

が
､

各
経
済
主
体
の

初
期
保
有
量
は

一

種
類
で

あ

る
｡

交
換
の

さ

い

に

取
引
費
用
が

か

か

る
｡

あ

る

財
･

㌔
･

∫

に

つ

い

て
､

直
接
的

湖

才

鼠 ⊥
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周 一

傾 きα

品 仏

ὰ

iち

T

虎

P

Q

範

ア

n

仇

物
々

交
換
の

可

能
性
(

確
率
)

よ

り

む
､

交
換
手

段
と

し

て

第
几

財
を

用
い

る

2

段
階
の

間

接
的
物
々

交

換
の

可

能
性
(

確
率
)

の

方
が

大

き
い

｡

言
い

換
え

れ

ば
､

取

引

費
用
が

少

く
て

す

む
｡

い

ま
､

総
交
換
量
の

う
ち

､

交
換
手

段
と

し

て

第
れ

財
を

用
い

る

2

段
階
の

間

接
的

物
々

交
換
の

比

率
を

∫

と

す
る

｡

g

が

0

の

時
が

直
接
的

物
々

交

換
経
済
を

示

し
､

ぶ

が

T
ぎ

の

時
は

､

貨

幣

経
済
(

第
几

財
を

交
換
手

段
と

す
る

意
味
で
)

を

表
わ

す
｡

斗
が

脚

0

と
ー

ー

ぎ
と

の

問
で

あ

れ

ば
､

直
接
的
物
々

交
換
経
済
と

貨
幣

経
済
と

が

混

在
す
る

状
態
で

あ

る
｡

甘
n
e
∽

〔
-

笥
且

ほ

次

の

結

果
を

得
た

｡

H
複
数
個
の

貨
幣
的
取
引
の

水

準
の

異
な
る

(

即
ち

､

ぶ

の

値
の

異
な
る
)

均
衡
が

存
在
し

う
る

｡

日
貨
幣
的
取

引

均

衡

(

笥
リ

r
-

ぎ
)

は
､

安
定
で

あ

る
｡

交
換
手

段
と

し

て

の

第
沌

財

に

対
す

る

社

会
全

体
の

需
要
が

そ

の

供
給
を

下

起

ら
な
い

時
､

及

び

そ

の

時
に

限
り

､

貨
幣
的
取
引

均
衡
は

､

大
域
的

安

定
で

あ
る

(

姻

式
を

参
照
)

｡

肖
物
々

交
換
経

済
か

ら
､

第
雅

財
を

交
換
手
段

と

す
る

貨
幣
的

取

引

(

○

<
屯

肌
-

-

ぎ
)

へ

移
行

す
る

た

め

の

条

件
は

､

初
期

状

態
(

笥
○
)

に

お

い

て
､

貨
幣
に

対

す
る

需
要
が

供
給
を

上

廻
る

こ

と
で

あ
る

｡

従
っ

て
､

も

し
､

第
几

財
に

対

す

る

交
換
手

段
と

し
て

の

需
要
が

な

け
れ

ば
､

直
接
的
物
々

交
換
経

済
は

そ

の

ま

ま
の

状
態
に

留
ま

る

こ

と
に

な
る

｡

以

上
の

結
果
は

､

次
の

仮
定
に

大

き

く

依
存
し

て

い

る
｡

第
九

財
を

保
有
し
て

い

る

と

取
引

相

手
に

出
会
う

確
率
が

高
く

､

従
っ

て
､

取
引

費
用
が

少

な

く
て

す

む
｡

さ

て
､

各
モ

デ
ル

に

関
し
て

､

次
の

問
題
が

提
起
さ

れ

る
｡

∽

一

単
位
当
た

り
の

取

引

費
用
の

増
減
が

ど
の

よ

う
な

社
会
全

体
の

厚
生

上
の

変
化

を
も

た

ら

す
か

｡

00
一

単

位
当
た

り

の

取

引

費
用

J
.

1

什
.



ヰ

､

の

少
な
い

交

換
経

済
の

方
が

厚
生
が

高
ま
る

か
｡

㈹
も

し

高
ま
る

と

す
れ

ば
､

一

単
位
当
た

り

の

取
引

費
用
の

少

な
い

経

済
を

､

よ

り

貨
幣
化
さ

れ

た

経
済
と

呼
ぺ

る

か
｡

〔

付

録
〕

取
引

費
用
の

導
入

が
一

般
均

衡
分

析
の

枠
覿
の

中
で

資
源
配
分

払

α

.

･( 1 5 7)
一 般 均衡 分析 に お け る 貨幣理 論 の 展望

図 二

び 品

T

尺

P

Q

埠

範

F

‡ユ

払

に

ど
の

よ

う

な

影
響
を

与

え
る

か

に

論

点

を

絞
っ

た

論

文

に
､

句
○
-

①

y

〔
-

笥
-

〕
.

只

弓
N

〔

-

笥

碁
〕

∴
-

寛
ぎ
〕

な

ど

多
数
あ

る
｡

日
記

E

邑
e

r

〔

-

宅
占

は
､

取

引

費
用
を

含
ん

だ

経
済
は

本

質

的

に

A

ヨ
弓

=

O
e

b
r

昌

経
済
と

異
な

る

と

主

張
す
る

が
､

実
際
は

､

数
学
的
に

も

全

く

同

値
で

あ

る

こ

と
が

証

明
で

き

る
｡

以

下
で

は
､

変
型
ボ

γ

ク

ス

=

ダ

イ

ア

グ

ラ

ム

を

用
い

て

簡
単
に

説
明

し

ょ

う
｡

2

経

済
主

体
2

財
交

換
経

済
モ

デ
ル

を

考
え

､

簡
単
化
の

た

め

に
､

初

期
賦
存
量
の

配

分
は

､

図
一

の

ぴ

で

示
さ

れ

る

左

上

隅
の

点

と

す
る

｡

い

ま
､

g

財
の

取

引
に

の

み

取
引

費
用
が

か

か

り
､

一

単

位
当
た

り

α

の

ア

財
が

取
引

費
用
と

し

て

失

わ

れ

る

も
の

と

仮
定

す
る

｡

す
る

と
､

配
分

可

能
領
域
は

､

通

常
の

矩
形
Q
ゝ

転
Q
b

呵

で

は

な

く

四

辺

形

○
ト

如
Q
b

､

呵

と

な

る

こ

と
が

判
明
す
る

｡

従
っ

て
､

こ

の

上

に

無
差
別

曲
線
群
を

画
く

｡

但
し

､

経
済
主

体
β

に

つ

い

て

は
､

ア

財
は

､

辺

呵
づ
O
b

､

か

ら

測
る

も
の

と

す

る
｡

す

る

と
､

契
約
曲

線

の

勺
知

が

決
ま

り
､

P

が

均

衡
配
分

点
で

､

パ

レ

ー

ト

効
率
的
で

あ

る

こ

と

が

わ

か

る
｡

そ

の

時
の

均
衡
配

分
は

､

経
済
主
体
A

は
､

(

○
ゝ

叫
-
､

○
ゝ

㌔
)

､

経
済

主

体
β

は

(

㌔
♪
リ
セ
)

で

あ

る
｡

中
也

つ

だ

け
の

ア

財
が

取

引

費
用
で

あ

り
､

こ

れ

ら

か

ら

簡
単
に

相

対

価
棉
が

計
算
で

き

る
｡

一
.

▲

こ

れ

は
､

A

冒
O

W

=

D
e

b
H

e

仁

の

交
換
経
済
モ

デ
ル

と

数

学

的

甜
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国 王

四囲

(お

ア
一

仇

ア

尺

(友

の

Q

P

仏

βββ

に

同

値
で

あ

る

こ

と

を

示

し
て

い

る
｡

又
､

図
の

画
き

方
か

ら

明

ら

か

な

よ

う
に

契
約

曲

線
(

パ

レ

ー

ト

効

率

的
な

配

分
)

は
､

H

旨
ロ

〔

-

笥
-

〕

の

言
う
よ

う
に

､

初
期
賦
存

量
配

分

と

取

引

制

約
(

こ

こ

で

は

取

引

費
用
で

表
明

さ

れ

て

い

る
)

に

依
存
し
て

規

定

さ

れ

る

こ

と

も

わ

か

る

(

図
四

も

参
照
)

｡

取

引

費
用
が

逓
増
的
な

場
合
も

同

様
に

扱

う

こ

と

が

で

き

る

(

図
二

参
照
)

｡

し
か

し
な

が

ら
､

取
引

費
用
が

逓
減

的

な

場

合

(

例
え

ば

外
部
経

済
が

作
用

す
る

時
)

は
､

均
衡
の

存
在
は

一

般

に

は

言
え
な
い

｡

何

故
な

ら

ば
こ

の

と

き

は

図
三

か

ら

明

ら
か

な

よ

う
に

月

の

無
差
別

曲
線

群
は

一

般
に

凸

に

な

ら

な

い

か

ら

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う

な

場

合

に

つ

い

て

は
､

H
e
-

訂
r

巴
-

d

S
t

賀
【

〔

-

笥
8

が

近

似
均
衡
の

概
念
を

用
い

て

分

析
し
て
.

い

る

よ

う

に

ヽ
｢
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難
し
い

点

を

多
く

含
ん

で

い

る
｡

三

一

時
均
衡
ア

プ

ロ

ー

チ

当

該
期
間
の

需
給
バ

ラ

ン

ス

の

み

に

取

引
制

約
を

限
定
し
て

､

各
期
間
ご

と

に

取

引
を

実
行
し
て

ゆ

く

時
､

計

画

段
階
で

､

各
期

間
の

予

算
制
約
式
を

仲
介
す

る

価
値
保
蔵
と
し

て

の

金
融
的

資
産

(

貨
幣
な

ど
)

の

役
割
り
に

注
目

す

る

の

が
､

貨
幣
理

論
を

展
開

す
る

時
に

と

ら

れ

る
一

時
均
衡
ア

プ

ロ

ー

チ

で

あ

る
｡

も
っ

と

も

一

時

均

衡
の

考
え

は
､

H
-

c

訂
〔

-

窒
且

に

遡
る

こ

と

が

で

き

る
｡

近

年
､

貨
幣
を

め

ぐ

る

問
題
の

他
に

､

先

物
取
引
や

不

確
実

性
下

の

経
済
行
動
を

分

析
す

る

際
に

も

用
い

ら
れ

る

ア

プ

ロ

ー

チ

で

あ

る
｡

G
r

P
ロ

d

m
O

ロ
t

p

ロ
d

r
p

岩
β
仁

e

〔
-

ミ
占
.

〔
-

ミ
凸
､

G
r

p
ロ

d
･

m
O

n
t

〔
-

笥
占
.

〔

-

笥
コ
ー

H
0
0
-

〔
-

笥
凸

な

ど

は
､

こ

の

ア

ブ

ロ

一
-

チ

を

用
い

て

貨
幣
の

問
題
に

つ

い

て

精
力

的
な

議
論
の

展
開

を

試
み

て

い

る
｡

簡
単
に

紹
介
す
る

た

め
に

､

い

ま
､

2

期

間
生

き

る

経

済
主

体

が

毎

期
毎
期

､

継
続
的
に

生

ま

れ

て

く

る
､

い

わ

ゆ

る

S

p

日
宇

e
-

s

O

n

〔

-

¢

訟
〕

流
の

重

層
世

代

交
換
経
済
を

考
え

る
｡

将
来
は

不

確
実
で

あ

る

が
､

そ

れ

は

簡
単
化
の

た

め
に

､

消
費
財
価
格
体

系

の

み

で

あ

る

と

仮
定
す
る

｡

イ

期
に

生

ま

れ

た

若
い

せ

代
の

経

済

行
動
に

つ

い

て

ま

ず
考
え

る
｡

彼
は

､

過

去

及
び

現

在
の

価
樽
体

系
卯

を

基
に

し

て

将
来
価
格

唱
バ

邑

を

確
率
分

布
を

伴
っ

て

予

測
す

る
｡

若
い

世

代
の

問
題
は

､

宣

買

ぇ
曽

-
-

曽
十
-

N

)

㌣

叶
.

叫

ミ
曾

-

＋

∋

臥
山

ミ

さ
一

男
邑

･

苧
-

N

肌

き
＋

男
邑

･

き
エ

凹

喜
一

Ⅳ
○

で

あ

る
｡

こ

こ

で
､

曽
れ

=

告

期
の

･

各

世

代
(

･

も

=

1

は

若
い

世

代
､

･

も

‖

2

は

年
と
っ

た

せ

代
)

の

消

費
需
要
ベ

ク

ト

ル
､

も
=

f

期

の
･

各

せ

代
の

初
期
賦
存
量
ベ

ク

ト

ル
､

ヨ

¶
≠

期
の

貨
幣
需
要
量

､

即

ち
､

(

羊
-

)

期
の

貨
幣
供
給
量

､

失
望

-

毒
＋
-

N

)

=

各
経
済
主

体

に

共
通
な

効
用
関
数

､

で

あ

る
｡

こ

れ

か

ら

最
適
解

曽
-

(

増

し

毒
二

村

(

曾
)

-

ヨ

呑
し

が

得
ら
れ

る
｡

〔

注
〕

次
の

よ

う
な

方

法
で

も

求
め

ら
れ

る
｡

ま

ず
､

与

え

ら

れ

た

ぎ

各
(

崎 ･

㍉

盲
む

に

対

し
て

､

月
邑

･

(

ぎ
㌔

-

ぎ
T

･

N

)

肌

31
-

の

も

と

で

失
職

ン

苧
-

陀

)

を

最
大
に

す
る

よ

う
に

芋
㌦

を

選

ぶ
｡

そ

し

て
+

ヌ
賢
詠

志
し

…

失
礼

毒･

＋

㌦
)

と

お

く
｡

こ

れ

が

(

向

ン

詠

シ
の

期
待
効
用
ア

で

あ

る
｡

従
っ

て
､

亡

期
の

消

費
需
要

3

量

昏
-

(

曾
)

ほ
､

只
乳
盲

､
-

邑
を

軍
曹

.

＋
詠

臥
軍
e
㌧

の

も

が

･r血
丁
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園 五

ム
r

･

か
r

-
引

■

〃

乃
U
▲一也♪

力
r

か
ー

2”
U
】

2力
r

力
r抑

ー

の

(

U

と
で

最
大
に

す

る

こ

と

か

ら

儲

ら

れ

る
｡

曽
-

(

邑
)

と

な
っ

て

い

る

(

G
r

呂
d

ヨ
O

n
t

∋
入

曾
)

…

曾
･

(

e
㌧

-

〔
-

笥
占

参
府
)

｡

告

期
の

年
と
っ

た

せ

代
の

問
題
は

､

■

E
p

舛

叉
昏
丁

㌦

(

曾
⊥

J
､

曽
柑

)

P

へ
･

h

ミ
曽

N

肌

ヨ

エ
(

寧
T
ト

J

＋
h

ミ

き
N

で

あ

る
｡

こ

こ

で
､

態
T
-

★

は
､

(

T
-

)

期
の

一

時
均

衡
価

格
体

系
で

あ

る
｡

こ

れ

か

ら

最
適
解

昏
”

ぎ
)

が

求

ま

る
｡

一

時
均
衡
は

､

曽
.

(

曾

J
＋

曽
N

(

曾

J
=
e
㌦

＋

き
N

ヨ
入

誉
J

=

転
>
○

な

る

価
格
体

系

曾
★

が

存
在
す
る

時
成

立
し

､

曾
★

を
一

時
均

衡

価
格
体

系
と

呼
ぶ

｡

但

し
､

∬

は
､

貨

幣

供

給

量
､

そ

し

て
､

3
入

旦
★

)

…

曾
ご
(

e
㌧

-

昏
.

(

曾
J
)

が

最
適
貨
幣
需
要
量
で

あ
る

｡

基
本

的
な

仮
定
に

加
え

て
､

期
待
価
格
体

系

喝

ぎ
)

が
､

現

在

価
格
体

系

別

に

大
き

く

依
存
し

な
い

時
一

時

均

衡
が

存

在

す

る

こ

と
が

G
r

賀
d

m
｡

息
〔
-

笥
占

に

よ
っ

て

証

明
さ

れ

た
｡

別
の

言
い

方
を

す
れ

ば
､

期
待
価

格
弾
力

性
が

一

よ

り

小

な

ら
ば

､

一

時
均
衡
が

存
在
す
る

こ

と

に

な

る
｡

価
値
保

蔵
の

た

め

の

貨
幣
に

対

す
る

需
要
が

ど

の

よ

う

な

仮
定

に

依
存
す
る

か

を

明

示

す
る

た

め
に

､

次
の

グ

ラ

フ

を

用
い

て

本

腰
只

を
さ

ぐ
っ

て

み

よ

う
｡

1

消

費
財
重

層
世

代

交
換
経

済
を

考
え

､

若
い

世

代

及
び

年
と

っ

た

せ

代
の

時
の

消

費
量
を

そ

れ

ぞ

れ

屯
-

忘
吋

と

す
る

｡

簡
単
化

の

た

め
に

初
期

賦
存
量
配
分

が
､

囲
五

-
図
七

の

よ

う
に

与

え

ら

れ

る
｡

図
五

に

お

い

て
､

貨
幣
を

含
む

取
引

制
約
の

も

と
で

の

実

ββ4



行
可

能
領
域
は

斜

線
部
分
で

示
さ

れ

る

(

囲
六

､

図
七
の

場
合
も

同
様
)

｡

従
っ

て
､

貨
幣
に

対
す

る

需
要
は

､

叉
勺

-

も
J

=

㌦
(

引
-

-

叉
斗
㌔
)

)

>
○

で

あ
る

｡

こ

こ

で

七
ト

､

㌔

ほ
､

そ

れ

ぞ

れ

消

費

財
の

現

在
価
格

､

将
来
価
格
を

表

わ

す
｡

図

六

の

場
合

は
､

叉
七

-
-

㌔
)

=

㌔
(

鞍
-

叉
匂

-

も
N

)

)

=
○

と

な

る
｡

又
､

図
七

の

場

合
は

､

実
行

可

能

領

域

内

に

宍

耳
㌔
)

=
(

屯

べ

斗
㌔
)

-

吼

ズ
勺

.
-

･

㌔
)

)

が

存

在
し

な
い

｡

従
っ

て
､

よ

り

低
い

効
用
水

準

矢

車
㌔
)

に

制
約
さ

れ

て

い

る

こ

と
が

わ
か

る
｡

そ

し
て

､

制
約
上

､

貨
幣

に

対

す
る

需
要
は

ゼ

ロ

と
な

る
｡

即

ち
､

借
金
が

可

能
な

ら

ば
､

よ

り

高
い

効
用
を

う
る

こ

と

が

で

き
る

の

に
､

取

引

制
約
上

許
さ

れ

て

い

な
い

た

め

に
､

非
パ

レ

ー

ト

効
率

的
配
分
に

留
ま

ら

ざ

る

を

待
な
い

｡

( 1 6 1)
一 般 均衡 分析 に お け る 貨幣理 論 の 展 望

図 六

q
2

∂ = す(が , ♪
2
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ぶ
1

= 昏
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(ク
l
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図 七
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2
)

ゐ
2
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2
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甘
2

品
2

虐
2
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ヽ
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ノ
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力
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O
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こ

の

よ

う
な

状
態

を

改
善
す
る

に

は
､

債
券
な

ど
の

金

融
資
産

の

導
入

に

よ
っ

て

実
現
で

き
る

(

G
l

p

ロ
d

m
O

n
t

巴

乙

｢

胃
○

β

亡
e

〔

-

笥
占
､

ロ

笥
凸

を

参
照
)

｡

何

故
な
ら

ば
､

図
五

-
図
七

に

そ

く

し
て

言
え

ば
､

金

融

資
産
の

導
入

に

よ

り

実
行

可

能

領
域
は

､

三

角
形
部
分
に

拡
大
す
る

か

ら
で

あ

る
｡

即
ち

､

よ

り

貨
幣
化
さ

れ

た
モ

デ
ル

に

拡
張
さ

れ

る
｡

G

岩
】

邑
m
O

n
t

P

ロ

d

L

賀
O

q

亡
e

〔
-

笥
凸

は
､

中
央
銀

行

を

導

入

す
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

貨
幣
と

債
券
の

問
題
を

詳
細
に

検
討
し

､

特
に

､

三

つ

の

貨
幣
的
政

策
の

特
性
を

定

常
均

衡
に

限

定

し
て

明

ら

か

に

し
た

｡

三

つ

の

政

策
と

は
､

∽
債
券
価
格

一

定

(

即

ち
､

借
入
れ

利
子

率
一

定
)

､

00
新
規
発
行
の

貨

幣

数

量
一

定
､

㈹
新

規
発
行
の

債
券
数
量

一

定
､

で

あ
る
｡

し

か

し

な
が

ら
､

次
の

よ

う
な

問
題
点
が

依
然
と

し

て

残

さ

れ

て

い

る
｡

例
え

ば
､

生

産
活

動
を

陽
表

的
に

含
む

経
済
で

の

貨
幣

の

役
割
り

や

影

響
､

さ

ら

に

は
､

株
式
発
行
を
こ

の

よ

う
な
モ

デ

ル

の

枠
組
の

中
で

考
え

る

こ

と

が

必

要
で

あ
る

｡

特
に

､

株
式

､

債
券

､

貨
幣
及

び

実

物

財
が

相
互
に

関
連
性
を

も

つ

経
済
を

理

論

的
に

解

明

す
る

こ

と
が

､

.
貨
幣
理

論
に

と
っ

て

大
き

な

進
歩
と

な

る

で

あ

ろ

う
｡

〔

付

録
〕

S

P

m

喜
-

s

O

n

〔
-

設
00
〕

に

よ

っ

て

展
開
さ

れ

た

消
費
財
貸
借
モ

デ
ル

を

よ

り

詳

細
に

検

討
し

た

論

文

に
､

C

監
S

2
1

P

ぺ
p

賀
-

〔

-

芸
8
-

G
巴
①

〔

-

笥
占

等
が

あ

り
､

陽
表

的
に

貨
幣
を

導
入

し

た

の

が
､

G
r

p

ロ

d

ヨ
○

ロ
t

2
-

d

r
p
r

O

β
己

b

〔
-

ミ
占

で

あ

る
｡

こ

こ

で

は
､

定
常
均
衡
の

み

に

着
目
し
た

､

比

較
動
学
の

結

果

を

示

す
｡

こ

こ

で

定

常
均
衡
と

は
､

毎
期
毎
期

需
給
バ

ラ

ン

ス

が

と

れ
､

か

つ
､

二

期

間
生
き

る

経

済
主

体
の

消
費
パ

タ

ー

ン

が
一

定
で

､

価
格
体

系
が

一

定
率
で

上

昇
､

.
一

定
､

ま
た

は

下

降
す

る

状
態

を

言

う
｡

次
の

よ

う
な

変
化

を

考
察
す
る

｡

∽
軽

済
主
体
の

成

長
率
が
q

-
-

､

00
貨
幣
供
給
量
が

､

政

府
に

よ
っ

て

毎

期
毎

期
､

旧

貨
幣

一

枚
に

対

し
て

新
貨
幣
′
枚
の

剖
で

変
換
さ

れ

る

政

策
が

と

ら

れ

る
､

㈹
今

期
生
ま

れ

た

経
済
主
体
の

初
期

厳
存

量
配
分

は
､

前
期
に

生

ま

れ

た

経

済
主
体
の

初
期

既

存

量

配

分

(

e
-

､

e
柑

)

よ

り

も
β

倍
に

な
っ

て

い

る

時
､

利
子

要
素
〃

は
､

経

済
を

定

常
均

衡
に

限

定

す
る

と
､

ダ
､

∫
､

e

と

ど
の

よ

う
な

関
係
に

な

る

か
｡

議
論
を

で

き

る

だ

け

簡
単
に

す
る

た

め
に

次
の

仮

定
の

も

と

で

考
え

る

(

や

や
一

般
的
な

場
合
は

､

鵜
沢

〔

-

笥
ご

を

参

照
)

｡

効
用
関
数
は

､

レ

オ

ン

テ

ィ

エ

フ

塑
､

即
ち

､

入
管

.

右
上

N

)

=

買
ロ

(

曽
.

も

ぎ
-

N

)

｡

e

｢
官

N

>
○

か

つ
､

(

e
-

盲
柑

)

>
○

｡

こ

こ

で

β

2 β6



は

割

引

要
素
を

表
わ

す
｡

即
ち

､

(

ミ
匂
)

-
-

は

時
間
選

好
率
を

示

す
｡

い

ま
､

消
費
財
を

基
準
と

し

て
､

今
期
の

貨
幣
の

価
格
が

肌

p

来

期
の

貨
幣
の

価
格
が

､

ぢ

空

前
期
の

貨
幣
の

価
格
が

(

ミ

ミ
七
き

で

あ

る

よ

う
な

賃
系
列

丁
(

叫
)

き
ざ

き

∴

⊥
の

も

と

で

考
え
る

｡

〃

は

利
子

要
素
で

あ

る
｡

言
い

換
え

れ

ば
､

＼

､
■
-
′

ノ

〓

炉
が

今
期
の

物
価
水

準
(

｡

｡

で

は

消
費
財
の

価

格
に

等

し

ヽ

▲

/

い
)

を

示

す

か

ら
､

(

叫

丁
が

イ

ン

フ

レ

率
で

あ

る
｡

｢ M

Tア マ
[

疋 ′
ノ､■〉

｢
二' ア

ニ
l

･･
'

F

(1 6 3) 一

般 均 衡分 析 に お け る 貨幣理 論の 展 望

さ

て
､

若
い

世

代
打

開

題
は

､

宣

告
[

岩
ロ
(

曽
-

こ

ぎ
エ

柑

二

戸

叶
.

曽
-

＋
七
ヨ

ヨ

臥
墨

.

-

曽
十
-

阿

肌
(

竜
き

)

(

音
し

＋

違
和

-

ヨ

恥
○

で

あ

る
｡

最
適
解
は

計

算
の

結
果

､

曽
-

(

七
き

ー

も
=

曾
(

七
ゝ
ピ

ー

＋
e

ゞ
(

-

＋

晋
ヽ
)

>
○

苧
-

ズ

㌔
-

も
=

叉
七
亡

ぎ
ー

＋
e

N

)

＼

(

-

＋

晋
ヽ
)

>
○

ヨ
什

(

℃
き

､

も
=

入
e

｢
官

付

)
＼

一

戦
パ
ー

＋

晋
ヽ
)

一

∨
○

と

な

る
｡

他
方

､

年
と
っ

た

世

代
の

問

題
は

､

呂
P

A
岩
n

(

芋
㌧
(

七
ヨ

ー

も
､

曾
㌦
)

]

わ
.

㌣

曽
拍

肌
増
さ

ヨ

三
(

勺
ヨ

､

も
＋
e

N
-

但
し

､

デ
㌧
(

七
ヨ

､

も

＋
(

七

菖
＼

も
ー

ヨ

:
(

セ
ラ

､

も
S
=
e

-

で

あ

る
｡

最
適
解

は
､

曽
ズ
セ
き

Y

も
=
(

七

旨
-

＋
e

N

)

＼

(

-

＋

晋
ヽ
)

と

な
る

｡

定
常
均
衡
で

は
､

小

善
.

(

㌔
書

.

七

J

＋

曽
ズ

㌔
井

､

七
★

)

=

笥
e

-

＋
e

｡

q

∋
h

(

セ
き
斗

も
J

-1
ヽ

毎
>
○

な
る

㌍
､

〆
が

存
在
す

る
｡

計

算
の

結
果

､

七
★

--
n

ミ
が

得
ら
れ

る
｡〔

命
題
〕

経
済
主

体
の

世

代
間
増
加
要
素
が

ダ
､

貨
幣
増
加

要
素
が

∫
､

初
期
賦
存
量
配
分
が

β

倍
に

な

る

と
､

定
常
均
衡
に

お

け
る

利
子

要
素
は

七
井

-1

笥
宅

で

あ

る
｡

(

命
題
の

経

済
的

含
意
に

つ

い

て

は

鵜
沢

口

当
コ

を

参
照
)

四

交
換
の

分

権
化
ア

プ

ロ

ー

チ

交
換
経
済
に

ほ

適
当

な

仮
定
の

も

と
に

､

一

般
均
衡
が

存

在
す

る
｡

そ

の

特
徴
は

､

既
述
の

よ

う
に

､

競
売
人
の

発
見
し

た

均
衡

価
格
体

系
の

も
と

て

各
経
済
主
体

は

市
場
と

取

引

す
る

こ

と
に

よ

り
､

各

自
の

満
足
を

最
大
に

す
る

こ

と

が

で

き
､

し

か

も
､

財

の

需
給
バ

ラ

ン

ス

が

と

れ

て

い

る

こ

と
で

あ

る
｡

次
の

よ

う
な

問

題
が

こ

こ

か

ら
生

じ
て

く
る

｡

一
即

ち
､

各
経
済

主

体
が

集
ま
っ

て

市
場
を

形
成

し
､

市
場
と
い

う
交

換
の

場
を

用

い

る

と
､

一

般
均
衡
配
分
が

達
成
で

き

る

条
件
の

も

と

で
､

次
の

よ

う

な

取

引

制
約
に

基
づ

い

て
一

過

り

の

相
対

売
買
だ

け
で

一

般

均
衡
配
分
が

達
成

可

能
だ

ろ

う
か

｡

但
し

､

価
格
は

一

般
均
衡
価

抑



一 橋論叢 第八 十 巷 第 二 号 ( 1 6 4)

椿
に

固

定
さ

れ

て

い

る
｡

ま

た
､

取

引

制
約
と

は
､

∽
等
価
催
交

換
､

00
超
過

需
要
を

満
た

す

(

即

ち
､

効
用

極
大

を

達
成
す

る
)

､

㈹
超
過

需
要
を

増
大
さ

せ

ず
に

取
引

を

実
行
す
る

､

と

い

う
三

条

件
で

あ

る
｡

以

上
の

問
題
点
に

着
目

し
､

貨
幣
の

役
割
り

と

分

権
化
と
の

関

係
を

明
ら

か

に

し

よ

う

と

す
る

の

が
､

S
t

賀
1

〔
-

笥
N

〕

に

よ

る

交

換
の

分

権
化
ア

プ

ロ

ー

チ

で

あ

る
｡

彼
の

示

し

た

結
論
は

､

物
々

交
換
経

済
は

､

一

廻

り

の

相

対

売

買
に

よ
っ

て

取
引

を

実
行

し
､

一

般
均
衡
配
分

を

達
成

す
る

時
､

∽
､

帥
､

㈹
の

う
ち
の

二

つ

の

取
引

制
約
を

満
足
す
る

が
､

一

般
に

､

三

つ

の

取

引

制
約
を

同

時

に

満
た

す
こ

と

は

で

き
な

い
｡

次
の

例

(

S
t

賀
1

〔

-

ミ
N

〕
)

で

み

て

み

よ

う
｡

三

産

済
主

体

(

A
､

月
､

C
)

三

財
(

耳
､

ア
､

Z
)

の

交
換

経
済
を

考
え

る

ユ
ニ

経

済
主
体
A

､

そ

C

の

超
過

需
要
を

そ

れ

ぞ

れ

巾

ゝ

㌔
)

=
(

-
)

○
､

-

ニ
ー

計
(

㌔
)

=
(

-
-

-

-
-

○
)

-

巾
q
(

㌔
)

=

(

○
)

-
-

こ
)

と

す

る
｡

こ

こ

で

〆
は

均

衡
価
格
で

㌔
=
(

-

ニ
ー

ー

)

で

あ
る
｡

例
え

ば
､

等
価
交

換
､

効
用
極
大
の

取
引
制

約
の

も

と

で
､

経
済
主

体

A

と
β

と
が

交
換
を

行
な

え

ば
､

超
過

需
要
を

増

加
さ

せ

て

し

ま

う
こ
.
と
が

わ
か

る
｡

同

様
に

､

月

と
C

あ
る

い

は

C

と

A

と

が

交
換
を

行
な

お

う
と

し
て

も
､

三

つ

の

取
引

制
約
を

全

て

満
た

す
こ

と
は

で

き

な
い

｡

し

か

し

な
が

ら
､

交
換
手

段
と

し
て

の

貨
幣
を

導
入

す

る

と
､

三

つ

の

取

引

制
約
∽

､

00
､

㈹
を

全
て

満
た

す
一

廻
り

の

相
対

売

買
に

よ

る

分

権
化

過

程
が

存

在
す
る

｡

理

由
は

､

貨
幣
に

対

し
て

は
､

貨
幣
の

性
質
か

ら
､

超
過

需
要
を

増
加
さ

せ

な
い

と
い

う

取

引
制
約
㈹
は

課
せ

な

く
て

よ

い

か

ら
で

あ

る
｡

以

上
の

例
示
も

含
め
て

､

貨
幣
を

用
い

る

交

換
経

済
の

方
が

物

物
交

換
経

済
去

り

も

効
率
的
で

あ
る

こ

と

が

わ

か

る
｡

即
ち

､

貨

幣
が

社

会
的
に

必

要
と
さ

れ
､

需
要
さ

れ

る

と
い

う
こ

と
が

､

効

率
性
の

規
準
に

基
づ

い

て

論
理

的
に

示
さ

れ

た
｡

取

引

制
約
∽

､

㈹
､

㈹
が

全
て

満
た

さ

れ

る

よ

う

な

取

引
が

あ

れ

ば
､

-

e

く
O

n
S

〔

-

伽

諾
〕

の

言
う

､

欲

望
の

二

重
の

一

致
が

成
立
す

る
｡

従
っ

て
､

貨
幣
を

用
い

れ

ば
､

物
々

交
換
経
済
で

は
一

般
に

不

可
能
な

欲
望

の

二

重
の

一

致
を

実
現

で

き

る

こ

と
に

な
る

｡

相
対

売
買
に

よ

り
､

あ

る

種
の

取
引

制

約
あ
る

い

は

交
換
の

分

権
化
の

た

め

の

条
件
を

満
た

す
こ

と
が

可

能
か

ど

う
か

の

問
題
を

さ

ら

に

分

析
し

て

い

る

の

が
､

○
∽
t

岩
y

P

ロ

d

S
t

賀
r

〔

-

笥
占
.

野
邑
訂
叫

〔
-

笥
占

等
で

あ

る
｡

例
え

ば
､

取

引

制
約

と

し

て
､

山

保
有
し

て

い

な
い

財
は

移
転
で

き

な
い

､

㈲

等
価
交

換
､

㈲
交

換
さ

れ

る

財
の

ベ

ク

ト

ル

は
､

二

経
済
主

体
の

超
過

需
要
べ

ク

ト

β6 ∂

札

ド
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ら

一(
1 6 5) 一 般均衡分析 に お け る貨 幣理 論 の 展望

ル

の

み

の

関
数

､

な

ど

が

考
え

ら
れ

て

い

る
｡

そ

の

時
､

ど
の

よ

う
な

交
換
ル

ー

ル

が

あ

れ

ば
､

一

般
均
衡
配

分
が

達
成

さ

れ

る

か

が

検
討
さ

れ

る
｡

そ

し
て

､

貨
幣
経

済
の

優
位
が

示

さ

れ

る
｡

一

方
､

○
∽

t

3
y

〔
-

笥
占

ほ
､

交

換
に

お

け
る

情
報
の

問
題
を

陽
表
的
に

取
り

上
げ

て

検
討
し

た

結
果

､

貨
幣
経
済
が

物

ヱ
父

換

経

済
に

比
べ

て
､

情
報
の

観
点

か

ら

も

効
率

的
な
シ

ス

テ

ム

で

あ

る

こ

と

を

明

ら
か

に

し
た

｡

即

ち
､

貨
幣
は

､

実
行
可

能
な

取

引

集
合
を

拡

大
し

､

情
報
量
の

差
か

ら

生

ず
る

費
用

を

軽
減
す

る
｡

既
述
の

よ

う
に

(

第
二

節

を

参

照
)

-

O

n
e

∽

〔
-

¢

宗
〕

は
､

特
定

化

し
た

モ

デ
ル

に

則
し
て

､

あ

る

財
が

社
会

全

体
の

意
志

決
定
に

ょ

っ

て

交
換
手

段
と

し
て

用
い

ら
れ

る

こ

と

を

明

ら
か

に

し

た
｡

そ

の

条
件
は

､

全

て

の

経

済
主

体
に

と
っ

て
､

特
定
の

財
を

持
っ

て

い

る

こ

と

が

交
換
可
能
性
が

高
い

こ

と
で

あ
る

｡

即
ち

､

交
換

が

実
行
で

き

る

確
率
が

高
い

｡

こ

れ

は
､

あ

る

財
に

比
べ

て

そ

の

特
定

財
を

持
つ

こ

と

が
､

情
報

量
が

多
い

こ

と
に

対

応
す
る

｡

他
方

､

句
e
-

d

m
2

-

〔
-

笥
占

は
､

右
に

述
べ

た

著
者
達
が

一

般

均

衡
価
格
の

も

と

で

の

相

対

売

買
に

限

定
し

た

の

に

対

し
て

､

交

襖
の

過

程
で

は
一

般
均

衡
価
格
は

わ

か

ら

ず
に

模
索
し

､

効

用
が

減
少
し

な
い

方

向
へ

の

交
換
過

程
の

分
析
に

焦
点

を

絞
る
｡

一

般

的
な

状
況
の

も

と

で

は
､

相
対

売
買
の

過

寒
に

よ

っ

て

パ

レ

ー

ト

効
率
的
配
分
や

二

者

間
パ

レ

ー

ト

効

率

的

配
分
が

実
現
で

き

な

い

例
が

示

さ

れ

る
｡

し

か

し

な

が

ら
､

あ

る

財
が

､

各
経
済
主

体

を

通
じ
て

正
の

量
保
有
さ

れ
､

か

つ
､

そ

れ

が

正
の

限

界
効
用
を

も

ち
､

選

好

が

厳
密
な

凸
で

あ

る

時
､

基
本

的
な

仮

定
の

も

と

に
､

相

対

売

買
の

過

在
の

結
果
が

､

パ

レ

ー

ト

効
率
的
配
分
を

も

た

ら

す
こ

と

が

示

さ

れ

る
｡

彼
は

､

こ

の

特
定
の

財
を

貨
幣
と

呼
び

､

貨
幣
が
パ

レ

ー

ト

効
率
的
配

分
を

も

た

ら

す
こ

と

を

強
調
し

た
｡

貨
幣
が

交
換
手

段
と

し
て

､

い

か

に

効
率
的
で

あ

り
､

巧

妙
で

あ
る

か

は
､

W
訂
打
s

e
-

-

〔
-

巴
か

〕

に

述
べ

ら

れ

た

話
(

二

十
一

頁

か

ら
二

十
二

頁
)

や

信
用
が

ち
ょ

う

ど

交
換
手

段
と

し
て

の

貨
幣

の

役
割

り

を

果
た

す

上

方

落
語
｢

持
参
金
+

(

例

え

ば
､

桂

米

朝

の

レ

コ

ー

ド

を

参
照
)

に

示
さ

れ

て

い

る
｡

交

換
の

分

権
化
ア

プ

ロ

ー

チ

は
､

昔
か

ら

知
ら

れ

て

い

た

り
､

感
じ

ら
れ

て

い

た

こ

と

を
､

論
理

的
に

解

明
し

た

点
が

評
価
さ

れ

る
｡

こ

の

よ

う
な

枠
組
で

は
､

貨
幣
は

万

能
で

あ

る
｡

し
か

し
な

が

ら
､

第
二

節
､

第
三

節
を

振
り

返
っ

て

み

れ

ば

明
ら

か

な

よ

う

に
､

こ

の

ア

プ

ロ

ー

チ

も

実
は

､

貨
幣
経

済
の

一

側
面
に

焦
点

を

当
て

て

い

る

に

す

ぎ
な
い

こ

と
に

注
意
す
べ

き

で

あ

る
｡

O
V

(

0
ウ
〟
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五

貨
幣
に

対

す
る

需
要

､

正
の

貨
幣
価

格

-
主

要
な

仮
定
に

つ

い

て

-

以

下
に

､

各
著

者
の

主

要
な

仮
定

を

要
約

し
て

掲
げ

る
｡

S
O

n
t

F
e
-

m
e
r

〔

-

笥
N

〕

∽
貨
幣
的
取
引
は

､

物
々

交
換
取

引
よ

り

も

労
働
節
約
的
で

あ

る
｡

00
労
働
は

不

効
用
(

即

ち
､

余
暇

は

正
の

効
用

を

持
つ

)

｡

㈹
内

部

貨
幣
の

変
化
の

捻
和
は

ゼ

ロ

｡

H
p

叫
p
S

E

〔

-

笥
占

∽
初
期
賦
存

量
配
分
が

非
パ

レ

ー

ト

効
率
的

｡

S
t

賀
【

〔

-

心

勺

占

∽
取
引
に

か

か

る

取

引

税
は

､

貨
幣
を

用
い

て
.

期
末
に

政

府
に

納
入

｡

訂
-

-

e

r

〔

-

笥
占

及
び

H
e
-

-

寛

賀
d

S
-

寛
r

〔

-

ミ

8

∽
初
期
貨
幣
賦
存
量
よ

り

期
末
貨
幣
保

有
量
の

方
が

少
な

く

と

も

多
い

｡

仲
任

意
の

亡

期
と

計
画

期
間
末
r

期
の

消

費
財
は

代

替
的
で

､

し

か

も

代

替
に

よ

り

効
用
を

高
め
る

こ

と

が

可

能
｡

口
P

y

監
E

〔

-

ミ
且

∽
初

期

賦

存

量
配

分
が

定

常

的
非
パ

レ

ー

ト

効
率
的

｡

〔

注
〕

こ

の

条
件
は

､

H

名
鑑
E

〔
-

笥
占

の

条

件
∽
の

多

期

間
へ

の

拡
張
で

あ
る

｡

-
O

n
e
S

〔

-

笥
8

∽
第
れ

財
(

貨
幣
)

を

持
っ

て

い

る

と
､

各
経

済
主

体
に

と
っ

て

取

引
可

能
性
(

確
率
)

が

高
い

｡

帥
第
九

財
を

用
い

て

交

換

し
た

方
が

､

そ

れ

以

外
の

交
換
よ

り

も

取

引

費
用
が

少
な

い
｡

㈹
初
期
時

点
で

､

第
乃

財
を

交

換
手
段
と

し
て

需
要
す
る

｡

〔

注
〕

完
全
に

貨
幣
化
さ

れ

た

取

引
に

よ

る

均

衡
が

成
立

す
る

た

め

の

必

要
十

分

条

件
は

､

交
換
手

段
と

し
て

の

第
几

財
に

対

す

る

超
過

需
要
が

､

毎
期
毎
期
非
負
で

あ
る

こ

と
で

あ

る
｡

条
件
㈹

は
､

超
過

需
要
が

正

と

い

う
こ

と

と

同

値
で

あ

る
｡

何

故
な

ら

ば
､

初
期
時
点
で

は
､

供
給
は

ぜ

ロ

で

あ

る

か

ら
｡

n
r

P

n
d

ヨ
○

ロ
t

p

ロ

d

｢

賀
○
▲

召
e

〔

-

ミ
占

.

∽
あ

る

経

済
主

体
の

グ

ル

ー

プ

β

の

初

期

賦
存
量
配
分
は

､

将

来
よ

り

も

現

在
の

方

が

多
い

｡

00
無

差
別

曲
面
が

原

点
に

対

し

て

厳
密
に

凸
｡

㈹
時
間
選

好
率
が

ゼ

ロ

｡

〔

注
〕

こ

の

条
件
か

ら

初

期
賦

存
量
配

分
が

非
パ

レ

ー

ト

効
率

的
で

あ

る

こ

と

が

導
か

れ

る
｡

G
り

巴
己
m
O

已

甲
ロ

d

吋
○

亡

ロ
e

∽

〔

-

笥
N

〕

∽
あ

る

経

済
主

体
の

最
適

消
費
ベ

ク

ト

ル

は
､

初

期

賦

存
量
ベ

ク

ト

ル

と

は

異
な

る
｡

■

β7 り

杜

一
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一 般均 衡 分析 に お け る 貨幣理 論 の 展 望

G
r

巴
P

d

m
O

ロ
t

p

ロ
a

L

賀
○

β
∈

0

〔
-

笥
凸

∽
期

待
価
格
は

､

現

在
価
格
の

変
動
に

比
べ

て

大
き

く

変
励
し

な
い

(

即

ち
､

期
待
価
格
弾
力

性
は

一

よ

り

小

さ

い
)

｡

00
金

融
資
産
(

貨
幣
＋

債
券
)

に

対

す
る

需
要
が

正

で

あ

る

経
済
主

体
が

存
在

｡

H
0
0
-

〔

-

心

勺

凸

∽
初
期

賦
存
量
配
分

に

お

い

て
､

あ

る

財
の

今
期
の

一

円

当

た

り

の

限

界
効
用
が

来

期
の

あ

る

財
の

一

円
当

た

り
の

限

界
効
用

よ

り
も

小
さ

い
｡

〔

注
〕

こ

の

条
件
か

ら

初
期

賦
存
量
配
分
が

､

非
パ

レ

ー

ト

効

率

的
で

あ

る

こ

と

が

導
か

れ

る
｡

S
t

胃
1

〔
-

笥
N

〕
.

〇
s
t

r

O

y

〔

-

笥
占
-

○
∽
t

岩
y

P
ロ

d

S
t

宅
【

〔
-

笥
占

及

び

切
1

邑
-

e

y

〔
-

¢

ご
〕

∽
相

対

売
買
に

よ

る

物
々

交
換
で

は

実
現
で

き

な
い

配
分

を
､

貨
幣
的
な

相
対

売
買
で

は

実

現
で

き
る

｡

句
e
-

d

日
P

ロ

〔
-

笥
占

∽
全
て

の

経

済
主

体
に

保
有
さ

れ
､

そ

の

限

界
効
用
が

正
で

あ

る

財
(

背
幣
)

が

存
在
す
る

｡

00
原

点
に

対
し

て

厳
密
に

凸

な

無
差
別

曲
面

｡

㈹
効
用
関
数
ほ

偏
微
分

可

能
｡

六

終
り

に

一

般
均
衡
分
析
の

枠
組
の

中
で

貨
幣
理

論
を

展
開
す
る

と
い

う

試
み

は
､

現

在
ま
で

に

色
々

多
様
な

ア

プ

ロ

ー

チ

を

も
っ

て

な

さ

れ

て

き

た

が
､

十

分

な

も

の

と
は

言
い

難
い

｡

こ

の

サ

ー
.
ベ

イ

で

は
､

そ

の

う
ち

､

三

つ

の

ア

プ

ロ

ー

チ

に

よ

る

議
論
を

紹
介
し

た
｡

各
ア

プ

ロ

ー

チ

で

強

調

さ

れ

た

よ

う
に

､

貨
幣
は

主
に

次
の

よ

う

な

特
徴
を

持
っ

て

い

る
｡

H
貨
幣
を

用
い

る

取
引
の

方
が

､

物
々

交
換
に

よ

る

取

引
よ

り

も
､

取

引

費
用
が

少
な
い

｡

日
貨
幣
ほ

､

交

換
手

段
や

価

値
保
蔵
手

段
と

し
て

､

不

確
実
性
下

の

経
済
に

お

い

て

は

勿
論

､

確
実
性
下

の

経
済
に

お

い

て

も

需
要

さ

れ

る
｡

⇔
貨
幣
は

､

取
引

可

能
領
域

を

拡
大

す
る

｡

さ

ら
に

､

情
報

量
の

多
少
に

帰
因
す
る

費
用

を

貨
幣
は

軽
減
で

き
る

｡

こ

の

よ

う
に

貨
幣
は

､

多
様
な

性

質
と

と

も

に

優
れ

た

便
宜

性

を

持
っ

て

い

る
｡

今

迄
の

経

済
学
の

展
開
の

中
で

､

貨
幣
理

論
が

遅
れ

て

い

る
､

あ

る

い

は
､

不

十

分
で

あ

る

理

由
は

､

こ

の

点
に

求
め

ら
れ

る
｡

明

確
で

な
い

点
が

多
い

こ

と

も

貨
幣
理

論
の

特

徴

一

..▲

の

一

つ

と
し

て

あ

げ

ら

れ

た

こ

と

も

あ
っ

た
｡

従
っ

て
､

今
後

､

訂
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不

明

確
な

点
を

一

つ

一

つ

解
明

し
て

ゆ

く
こ

と

が
､

貨
幣
理

論
に

課
せ

ら
れ

た

大
き

な

テ

ー

マ

と
な

る

で

あ

ろ

う
｡

こ

れ

は
､

お

そ

ら

く

非
常
に

難
し
い

仕
事
と

な

ろ

う
｡

最
後
に

､

一

般
均
衡
分

析
の

枠
内
に

限

定

せ

ず
に

広

範
に

現

在
ま

で

の

貨
幣
理

論
の

発
表
を

跡
づ

け

る

展

望

論

文

句
-

s

c

F
e

l

〔

-

笥
凸
-

出

駕
岩

平
ロ

d

ヨ
岩

訂
r

〔

-

笥
8

に

若
干

触
れ

る

こ

と
に

す
る

｡

こ

の

二

つ

の

展
望
論
文

は
､

重

複
す
る

点
も

あ

る

が
､

貨

幣
を

め

ぐ
る

数
多
く

の

ア

プ

ロ

ー

チ

ご

と
に

紹
介
し

て

い

る

点
が

優
れ

て

い

る
｡

特
に

､

後
者
は

､

次
の

七

つ

の

テ

ー

マ

に

ま

と

め

て

展
望
し
て

い

る

の

で

便
利
で

あ
る

｡

H
在
庫
ア

プ

ロ

ー

チ

に

主

点

を

置
く

貨
幣
需

要
理

論
､

日
貨
幣

､

イ
ン

フ

レ

ー

シ

ョ

ン

及

び

成
長

､

⇔
イ
ン

フ

レ

ー

シ

ョ

ン

の

厚
生
に

与
え

る

影
響

､

最
適
貨
幣
量
及

び

イ
ン

フ

レ

的

財
政

､

紳
不

均

衡
理

論
､

帥
貨
幣
理

論
へ

の

一

般
均
衡
ア

プ

ロ

ー

チ
､

内
貨
幣
の

新
し
い

基
礎
理

論
､

肘
合
理

的
期
待
及

び

フ

ィ

リ

ァ

ブ

ス

曲

線
｡

本
論
文
で

取
り

扱
っ

た
の

ほ
､

主
に

内
の

貨
幣
の

新
し

い

基

礎

理

論
に

対

応
し
て

い

る
｡

な

お
､

帥
の

一

般
均

衡
ア

プ

ロ

ー

チ

の

用
語
法

は
､

本

論
文
で

用
い

た
一

般
均

衡
分

析
の

枠
内
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