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ィ

ソ

テ

ィ

グ

レ

ー

シ

ョ

ン

に

つ

い

て

ー
､

､

､

ユ

ル

ダ
ー

ル

著
『

国
際
経
済
』

に

つ

い

て

の

一

考
察

-

林

彰

池

ィ
ン

テ
ィ

グ

レ

ー

シ

ョ

ン

は
一

般
に

｢

統
合
+

と

訳
さ

れ

て

い

る

が
､

ミ
ュ

ル

ダ

ー

ル

の

そ

れ

は

単
な

る
一

国
の

統
合
の

み

な

ら

ず
､

一

国
の

経

済
発
展
に

お

け

る

原

動
力

､

精
神
的
啓
発
や

人

的
資
源
の

開
発
な

ど
の

意

味
を

も

含
ん

で

い

る
の

で

あ

る
｡

イ
ン

テ
ィ

グ
レ

ー

シ

ョ

ン

は

ま
た

後
進

国
の

経
済
発
展
の

課
題
の

み

な

ら

ず
､

政
治
的

､

社
会
的

､

社
会
心

理

的

な

ど

広
い

分
野
に

わ

た

る

課
題
で

も

あ

る
｡

ミ
ュ

ル

ダ

ー

ル

は

現
実
的
な

側
面
か

ら

後
進
国
経
済

発
展
の

問
題
に

接
近

し
､

今
ま

で

の

後
進
国
経
済

問
題
研
究
者
が

先
進
国
の

立

場
に

立

ち
､

先

進
国
か

ら
の

観
点
を

も
っ

て

考
察
し
て

い

た
の

に

反
し

､

後
進
国
の

立

場
を

考
え

､

後
進
国
の

現
状
に

適
し

た

経
済
政
策
を

提
唱
し

て

い

る

の

で

あ
る

｡

ミ
ュ

ル

ダ

ー

ル

は

経
済
的
と

社
会
的
イ
ン

テ
ィ

グ
レ

ー

シ

ョ

ン

に

分
け

て
､

そ

の

定

義
を

く

だ

し

た
｡

経
済
的
イ
ン

テ
ィ

グ
レ

ー

シ

ョ

ン

は

経
済

(

1
)

的
機
会
の

自
由
化
と

均
等
化
を

意
味
す

る
の

で

あ
る

｡

そ

の

具
体
的
目

轢

は

福
祉
国
家
を

目
指
す
の

で

あ

る
｡

そ

れ

は

経
済
的
進
歩
の

基

準
で

も

あ

る
｡

そ
こ

で

経
済
的
機
会
の

均

等
化
の

内
容
は

政
治
的
機
会
の

平

等
化
と

は

異
な

る

も
の

で

あ
る

｡

政
治
的
機
会
の

平
等
は

､

一

は
一

を

代
表
す
る

招

こ

と
が

原
則
で

あ

る

が
､

経
済
的
機
会
の

均
等
は

､

一

は

言
代
表
す
る

3

の

み

な
ら

ず
､

一

は
一

以

上

や

以

下
を
も

意
味
す

る

も
の

で

あ
る

｡

要
す

る

に

経
済
的
機
会
に

お

い

て

は
､

一

即
ち

盲
あ

る
こ

と
は

本
当
の

平
等

で

は

な

く
､

貧
し
い

人
々

は

国
家
か

ら
の

援
助
が

多
く

与
え

ら

れ
､

国
家

や

社
会
へ

の

負
担
ま

た

は

義
務
は

富
裕
な

人
々

よ

り

少
な

く

加
え

ら

れ

な

け

れ

ば

な
ら

な
い

の

で

あ

る
｡

他
方
に

お

い

て

社
会
的
イ
ン

テ
ィ

グ

レ

l

(

2
)

シ

ョ

ン

と

は
､

社
会
的
移
動
性
の

達
成
を

意

味
す
る

の

で

あ

る
｡

即
ち

階

叔
構
造
の

解
体

､

社
会
的
硬
直
性
の

除
去

､

不

合
理

的
伝
統
へ

の

執
着
の

消

滅
な

ど
が

そ
れ

で

あ

る
｡

具
体

的
な
こ

と
を

挙
げ
れ

ば
､

教
育

､

土

地

改
革

､

社
会
制
度
の

改
制
な

ど

が

挙
げ

ら
れ

る
｡

換
言
す

れ

ば
､

封
建
的

社
会
か

ら

近

代
的
社
会
へ

の

移
行
は

社
会
的
イ
ン

テ
ィ

グ
レ

ー

シ

ョ

ン

の

課
題
で

あ

る
｡

と
こ

ろ
で

多
く
の

後
進
国
で

は
､

色
々

な

不

安
定
要
素
に

悩
ま

さ

れ
､

価
格
機
構
と

自
由
貿
易
の

運
営
が

貧
困
や

停

滞
の

要

因
と

な
っ

て

い

る

の

で
､

政
府
の

経
済
に

対

す
る

統
制
が

必

要
と

さ

れ

る

と
､

､

､

エ

ル

ダ

ー

ル

は

考
え

て

い

る
｡

そ

れ

は

国
家
的
イ
ン

テ
ィ

グ

レ

ー

シ

ョ

ン

の

課
題
で

あ

る
｡

国
家
的
イ
ン

テ
ィ

グ
レ

ー

シ

ョ

ン

は

経
済
的
機
会
の

均
等
化

や

自
由

化
の

制
約
と

な
る

が
､

後
進
国
で

は

経
済
成
長
の

原
動
力
を

創
り

出
す
た

め
に

､

そ

れ

ほ

止

む

を

得
な
い

の

で

あ

る
｡

そ
こ

に

国
家
的
イ
ン

テ
ィ

グ

レ

ー

シ

ョ

ン

が

国
際
的
イ
ン

テ
ィ

グ
レ

ー

シ

ョ

ン

よ
り

優
先

的
で

あ

る

こ

と

は

原

則
で

あ
る

｡

語
り

国
家
的
イ
ン

テ
ィ

グ

レ

ー

シ

ョ

ン

は

後

進
国
に

と
っ

て
､

も
っ

と

も
切

実
な

問
題
で

あ

り
､

現
実

的
な

課
題
で

も

あ

る

が
､

国
際
的
イ
ン

テ
ィ

グ
レ

ー

シ

ョ

ン

は

後
進
国
ば

か

り
で

な

く

一
部
の

山
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先
進
国
に

と
っ

て

非
現
実
的
で

あ

る
｡

そ

し
て

現

在
の

国
際
間
題
の

解
決

は

な

串
原
始
的

､

非
効
果
的
な

段
階
に

留
ま

り
､

国
際
間
の

社
会
的
連
帯

感
や

結
滞
性
は

ま
だ

薄
い

の

で
､

国
際
的
よ

り

国
家
的
イ
ン

テ
ィ

グ
レ

ー

シ

ョ

ン

が

急
務
で

あ
る

｡

､

､

､

ユ

ル

ダ
ー

ル

が

後
進
国
の

国
家
統
制
や

貿
易
制
限
な

ど
の

よ

う
な

一

方
的
な

政
策
を

正

当
化
し
て

い

る
｡

そ

れ

は
ミ
ュ

ル

ダ
ー

ル

の

主
張
す
る

｢

国
際
貿
易
に

お

け

る

道

義
的
二

重

基
準
の

合
理

性
+

(

河

邑
O

n

巴

首
○
巾

p

(

ざ
日

夏
e

賢
巴
乙
P

邑
O
f

ヨ
○

芦
-

訂
Ⅵ

-

n

t

オ

わ

ー

n
t
e

ヨ
巴

-

O

n

已
t

宗

計
)

の

理

論
に

よ

っ

て

展
開
さ

れ
る

｡

要
す
る

に

後
進
国
は

外
貨
保
有
高
が

乏

し

く
､

経
済
発
展
の

た

め

手
許
の

外
貨
を
フ

ル

に

使
用
せ

ね

ば

な

ら

な
い

の

で
､

輸
入

制
限
が

輸
入

量
を

制
約
せ

ず
､

た

だ

輸
入

品
目
の

移
転
に

と

ど

ま

り
､

輸
入

量
に

影
響
を

及

ぼ

さ

な
い

の

で
､

後
進
国
が

輸
入

制
限
を

行
な

っ

て

も

差
し

支
え

な

い
｡

他
方

､

先

進
国
の

場

合
は

そ

れ

と

異

な

り
､

輸
入

制
限
は

輸
入

量
を

減
ら

す
こ

と

と

な
る

｡

従
っ

て
､

先
進
国
は

自
由
貿
易
を

行
な

う
ぺ

き
で

あ

る
｡

そ

れ

は

経
済
的
機
会
の

均
等
の

国
際

間
へ

の

通
用
で

あ

る
｡

そ

し
て

､

そ
こ

か

ら

国
家

的
イ
ン

テ
ィ

グ
レ

ー

シ

ョ

ン

優
先
が

う
か

が

え
る

｡

と

こ

ろ
で

､

こ

こ

で

注
意
を

払
わ
ね

ば

な

ら

な
い

の

は
､

､

､

､

ユ

ル

ダ
ー

ル

ほ

自
由
貿
易
反
対

論
着
で

は

な
い

と

言
う
こ

と

で

あ

る
｡

ミ
ュ

ル

ダ

ー

ル

は

後
進
国
の

貿
易
統
制
を
正

当

化
し
て

い

る

に

も

か

か

わ

ら

ず
､

そ
の

最
終
目

標
は

や

は

り

自
由
貿
易
に

あ
る

｡

､

､

､

ユ

ル

ダ
ー

ル

の

主
張
し
て

い

る

貿
易
制
限
は

一

時
的

､

段
階
的
制
限
で

あ

る
｡

後
進
国
が

現
段
階
に

お

い

て

貿
易
制
限
を

加
え

る

こ

と

は

適
当
で

は
あ

る

が
､

そ
の

発
展
段
階
が

高
度
化
す
る

に

つ

れ

て
､

貿
易
制
限

､

国
家
統
制

､

計
画
経
済
の

度
合
が

薄
れ

､

価
格
機
構
の

機
能
が

高
ま
る

で

あ

ろ

う
｡

そ

し
て

他
方
に

お
い

て

先
進
国
で

は
､

依
然
と

し
て

自
由
貿
易
や

自
由
経

済
を

促
進
す
べ

き

で

あ

る
｡

つ

ま

り

後
進
国
は

現

在
の

と
こ

ろ
で

は
､

先
進
国
と

競
争
で

き

な
い

た

め
､

先
進
国
に

対
し

て

差
別

待
遇
を

行
な
っ

て

も

良
い

と

言
う
こ

と
で

あ

る
｡

た

だ
､

そ
の

場
合
に

し

て

も

後
進
諸
国
が

協
力
し

て

よ

り

大
き
い

市
場
を

後
進
国
問
に

求
め

､

後
進
国
間
の

特
化
が

行
な
え

る
｡

ミ
ュ

ル

ダ

ー

ル

は

そ

れ

を

｢

次
級
的
特
化
+

と

称
し
て

い

る
｡

そ
こ

か

ら

も

ミ
ュ

ル

ダ
ー

ル

の

自
由
貿
易
に

対

す
る

愛
着
が

う
か

が

え
る

｡

こ

の

場
合

､

貿
易

は

価
格
機
構
を

通
じ
て

営
ま
れ

る

が
､

価
格
は

市
場
藷
力
の

み

に

よ
っ

て

決
定
さ

れ

る

の

で

は

な

く
､

政
治
力
や

団
体
交

渉
な

ど
の

力
に

も

影
響
さ

れ

る

の

で

あ
る

｡

後
進
国
は

色
々

な

要
因
に

よ
っ

て

遅
れ

て

い

る

が
､

ま

た

そ
の

後
進
性

は

色
々

な

段
階
が

あ

る

が
､

そ
の

後
進
性
が

共
通
し

て

い

る

点
が

少
な

く

な
い

の

で

あ
る

｡

後
進
国
の

ハ

ン

デ
ィ

キ
ャ

ッ

プ

の

い

く
つ

か

を

次
の

よ

う
に

ミ
ュ

ル

ダ
ー

ル

は

取
り

あ

げ

て

い

る
｡

第
一

後
進
国
の

大
部
分
は

数
世

代
に

わ

た

り
､

植

民

統
治
に

置
か

れ
､

政
治

､

経
済
の

独

立
の

基
礎
が

浅
く

､

植
民

母

国
へ

の

依

存
度
が

高

ヽ

0

.

.

V

第
二

法
治

精
神
に

富
み

､

民

主
政

治
を

行
な

う
有
能
な

政

府
が

存
在

せ

ず
､

汚
職

､

非
能
率
的
な

行
政
は

後
進
国
の

特
徴
で

あ

る
｡

第
三

宗
教
的

､

文
化
的
伝
統
が

合
理

性
に

欠
け

､

企
業

､

競
争

､

個

人
的
発
展
が

妨
げ
ら

れ
て

い

る
｡

第
四

国
土
は

温

帯
気
候
に

恵
ま
れ

な
い

｡

3

第
五

人
ロ

と

資
源
の

配
分
が

望
ま

し

く

な
い

｡
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植
民

統
治
は

植
民

母

国
と

植
民
地

と
の

格
差
を

大
き

く

開
い

た
｡

勿
論

植
民
母

国
は

意

識
的
に

植
民

地

経
済
を

悪
く

す
る

積
り
は

な
か

っ

た

で

あ

ろ

う
が

､

結
果

的
に

植
民

地

経
済
を

悪
化
さ

せ

た
の

で

あ

る
｡

植
民

母

国

は

植
民

地

に

て

工

業
建
設
を

行
な

う
例
は

少
な

く

な
か

っ

た
｡

し

か

し
､

そ

れ

は

殆
ん

ど

e

…
U
-

彗
1

e

的
存
在
に

過
ぎ

な

か
っ

た
の

で

あ

る
｡

特
に

熱
楷
国
に

お

け
る

原
料
の

採
取
や

一

次

商
品
の

加
工

な

ど
に

限
ら

れ

た
｡

そ

れ

は

植
民

地
の

植
民

母

国
へ

の

依
存
度
や

従
属

性
を

強
め

た

の

で

あ

る
｡

換
言
す

れ

ば
､

工

業
建
設
が

行
な

わ

れ

た
に

も
か

か

わ

ら

ず
､

経
済

が
一

向
に

改
善
さ

れ

な
い

の

み

な

ら

ず
､

悪
化
さ

え

見
ら

れ

る
｡

イ
ン

ド

ネ
シ

ア

経
済
は

そ

の

典
型
で

あ

る
｡

イ
ン

ド

ネ
シ

ア

は

オ

ラ

ン

ダ

に

よ
っ

て

三

百

余
年
に

亘

り
′
経
営
さ

れ
て

来
た
に

も
か

か

わ

ら

ず
､

そ
の

経
済
発

展
は

や
は

り

e

n
O
-

P

諾

的
発
展
に

過
ぎ

な
か

っ

た
｡

オ

ラ
ン

ダ

の

統

治

に

よ
っ

て

近

代
的
西
欧
資
本
主
義
が

輸
入
さ

れ
､

前
資
本
主

義
的
土

着
経

済
に

侵
入
し

た
に

も

か

か

わ

ら

ず
､

土

着
経
済
は

依
然
と

し
て

古
い

伝
統

(

4
)

に

執
着
し

て

い

る

た

め
､

二

重

経
済
構
造
が

現
わ

れ

て

い

る
｡

し
か

し

な

が

ら
､

以
上

の

よ

う
な

イ
ン

ド
ネ

シ

ア

二

重

経
済
は

オ

ラ
ン

ダ

型
植
民

統

治
に

よ
っ

て

も

た

ら

さ

れ

た

も
の

で

あ
る

｡

つ

ま

り

オ

ラ

ン

ダ
の

｢

慣
習

に

よ

る

支
配
+

を

通

し
て

､

で

き

る

か

ぎ

り

外
部
の

影
響
や

衝
撃
か

ら

土

着
民

社
会
を

家
父
長

的
配
慮
を

も
っ

て

保
護
し

ょ

う
と

す
る

政
策
に

よ
っ

(

5
)

て

も

た

ら

さ

れ

た
の

で

あ
る

｡

従
っ

て

す
べ

て

の

植
民

地
が

イ
ン

ド

ネ
シ

ア

の

よ

う
な
二

重

経
済
を

擁
す
る

と

は

限
ら

な
い

｡

例
え
ば

台
湾
は

そ

の

例
外
で

あ
る

｡

日

本
の

植
民
地

経
営
は

勿

論
各
国
の

植
民

地

政
府
の

例
に

洩
れ

ず
､

植
民

地
に

対

す
る

｢

搾
取
+

は

確
か

に

し
て

は

い

た
､

そ
の

結

果
は

今
な

お

響
い

て

い

る
､

し

か

し
､

あ

る

面
に

お

い

て
､

台
湾
は

む

し

ろ

日

本
の

植
民
経
営
に

よ
っ

て

近
代
化
さ

れ

た

と

言
う
こ

と
が

で

き
る

か

贈
り

J

も

知
れ

な

い
｡

私
は

次
の

五
つ

の

理

由
を

挙
げ
る

こ

と

が

で

き
る

｡

第
一

人

種
的
に

近

く
､

相
互

理

解
が

比

較
的
深
く

､

往
来
が

比

較
的

頻
繁
で

あ

り
､

通

婚
が

少
な

く

な

か

っ

た
｡

特

に

教

育
の

面
で

は
､

政

治
､

経
済
な

ど

社
会
科
学
が

民
族
主
義
を

あ

お
る

懸

念
で

抑
え

ら

れ

た

が
､

文
学

､

医

学
､

エ

学
､

農
学
な

ど

の

分

野
で

は

日

本
と
と

も

に

近

代

化
へ

の

道
を

た

ど
っ

た
の

で

あ

る
｡

現
在
の

と
こ

ろ
､

台
湾
が

ア

ジ

ア

に

お

い

て

此

較
的
に

経
済
発
展
段
階
が

高
い

そ

も
そ

も
の

原
因
は

そ
こ

に

あ

る

と

思
わ

れ

る
｡

第
二

日

本
が

植
民
地

を

経
営
し

始
め

た

頃
､

日

本
の

経
済
水
準
と

台

湾
の

そ

れ

と
の

格
差
は
ヨ

一

口

γ

パ

先
進
国
と

植
民

後
進
国

間
ほ

ど

大
き

く
な

か
っ

た
｡

従
っ

て

日

本
の

近

代
化
に

あ

る

程
度
つ

い

て

行
く
こ

と
が

で

き

た
の

で

あ
る

｡

第
三

地

理

的
に

近

く
､

同
じ

経
済
鰭
に

入
っ

て

い

る
の

で
､

日

本
が

台
湾
経
済
を

日

本
経
済
に

役
立

た
せ

る

に

は
､

台

湾
を

大
規
模
に

建
設
せ

ね

ば

な
ら

な
か
っ

た
｡

西
欧
植
民

母

国
と

植
民
地

と

は

地

理

的
に

殆
ん

ど

遠
い

関
係
に

あ

る
｡

第
四

一

億
人

口

を

持
つ

日

本
が

一

千
万

人

口

の

小

国
を

建
設
す
る

場

合
は

一

千
万

人
口

を

持
つ

小

国
(

例
え

ば
オ

ラ

ン

ダ
)

が
一

億
人
口

を

持

っ

大
国
(

例

え

ば

イ
ン

ド

ネ

シ

ア
)

を

建
設
す

る

よ

り

も

造
か

に

容
易
で

あ
り

､

効
果
的
で

あ

る

に

違
い

な

い
｡

第
五

一

九
三

〇
年
代
に

入
っ

て
､

日

本
軍
の

南
進
に

つ

れ

て
､

台

湾

は

他
の

後
進
国
に

先
立
っ

て
､

軍
需

産
業
を

中
心
に

エ

業
化
に

乗
り

出
し

た
｡

.

欄

-

漣
′

ヰ
∵

巾

◆

･

各
､

イ

加

一

一

.
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次
に

後
進
国
の

政
府
に

つ

い

て

検

討
し
て

見
よ

う
｡

有
能
な

政
府
が

存

在
し

な
い

こ

と

は
､

後
進
国
の

経
済
発
展
の

ブ

レ

ー

キ

に

な
っ

て

い

る
｡

白
由
放
任
の

よ

う
な

無
政
府
状
態
は

後
進
国
の

経
済
発
展
を

阻
み

､

独

裁

も

ま
た

腐
敗
を

生

じ
､

非
能
率
を

も
た

ら

す
の

で

あ

る
｡

ミ
ュ

ル

ダ

ー

ル

は

後
進
国
で

は

国
家

統
制
は

や

む
を

得
な
い

が

民
主
政

治
に

反
す
る

独
裁

は

進

歩
を

阻
む
と

考
え

て

い

る
｡

ミ
ュ

ル

ダ

ー

ル

が

宗
教
的

､

文
化
的
不

合
理

性
を

問
題
に

し

た
の

は

イ

ン

テ
ィ

グ
レ

ー

シ

ョ

ン

の

底
流
に

あ

る

精
神
的

､

人

的
資
源
の

開
発
を

重

ん

ず
る

か

ら
で

あ
る

と

思
わ

れ

る
｡

ミ
ュ

ル

ダ
ー

ル

は

文
化
的
に

合
理

主

義
や

実
利
主
義
を

強
調
し

､

プ
ロ

テ
ス

タ
ン

ト

の

倫
理

観
が

比

較
的
に

義

理

人

情
を

受
け

入

れ
る

余
地
が

な

く
､

努
力
や

実
践
の

道
徳
観
を

養
い

､

個
人
が

個
人
の

責
任
を

取
る

よ

う
な

社
会
的
精
神
お

よ

び

個
人
的
競
争
心

な

ど
を

促
一

議
向
が

あ

り
､

そ
れ

は

終
局
的
に

経
済

発

展
に

役
に

立

つ

と

考
え
て

い

る
｡

マ

タ

ス

･

ウ
ェ

㌧
ハ

ー

は

キ

リ

ス

ト

教

倫
理
の

合
理

性

お

よ

び

功
利
主
義
が

近

代
欧
米
資
本
主
義
に

果
し

た

役
割
を

強
調
し

た
の

は

理

解
で

き
る

｡

た

だ
ミ

ュ

ル

ダ

ー

ル

は

倫
理

的
観
点
か

ら

で

は

な

く
､

現
実
の

事
実
か

ら

分
析
し

た
の

で

あ

る
｡

そ

し

て
､
､

､

ユ

ル

ダ
ー

ル

に

よ

れ

ば

経
済
発
展
を

妨
げ
て

い

る

文
化
的
要

素
は

国
民
的
結
束
の

欠
如
が

挙
げ

ら

れ
る

｡

南
欧
諸

国
や
マ

レ

ー

シ

ア

で

は
､

国
民
が

政
府
や

社
会
や

国
家
に

不

満
を

抱
き

､

社
会
や

国
家
に

責
任

を

感
ぜ

ず
､

政
府
の

こ

と

を

〝

か

れ

ら
″

と

称
し

､

ほ
っ

き

り

自
分

自
身

か

ら

切

離
す

｡

マ

レ

ー

シ

ア

は

多
民
族
か

ら

な
っ

た

複
合
国
家
で

あ

る
が

た

め

に

問
題
が

復
姓
で

あ

る
｡

経
済
的
地

位
の

低
い

マ

レ

ー

人
が

現

在
イ

ギ

リ

ス

か

ら

政
治
権
力
を

渡
さ

れ

た

の

で
､

政
治
力
に

願
っ

て

現
在
の

巌

済
的
劣
勢
を

改
善
し

ょ

う
と

し

て

い

る
｡

そ
こ

に

問
題
が

起
き

る
｡

経
済

的
実
権
を

握
っ

て

い

る

中
国
人
は

自
身
の

利
益
が

脅
さ

れ

る

こ

と

に

じ
っ

と

沈
黙
を

守
る

わ

け

に

は

行
か

な
い

｡

従
っ

て

政
治
権
力
を

握
っ

て

い

な

い

中
国
人
は
マ

レ

ー

人

に

よ
る

政
治
を

ボ

イ
コ

ッ

ト

す
る

よ

り

ほ

か

な

い

｡

し
か

し
､

そ
こ

に

い

る

中
国
人

も
マ

レ

ー

シ

ア

人

で

あ

る
｡

マ

レ

ー

シ

ア

国
民
で

あ
り

な

が

ら
､

自
国
の

政

治
を

〝

か

れ

ら
″

の

政

治
と

考

え
､

国
民
の

一

体
感
の

形
成
が

阻
ま

れ

て

い

る
｡

こ

の

よ

う
に

し
て

､

後
進
国
は

経
済
発
展
に

お
い

て

も

色
々

な
ハ

ン

デ

ィ

キ

ャ

ッ

プ

を

負
っ

て

い

る
｡

こ

れ

ら

の

ハ

ン

デ
ィ

キ
ャ

γ

プ

を

な

く

な

さ

な
い

か

ぎ

り
､

国
家
的
イ
ン

テ
ィ

グ
レ

ー

シ

ョ

ン

が

達
成
さ

れ

ず
､

経

済
発
展
も

図
れ

な
い

｡

で

は

如
何
に

し
て

国
家
的
イ
ン

テ
ィ

グ
レ

ー

シ

ョ

ン

が

達
成
さ

れ

る

で

あ

ろ

う
か

｡

ミ

ュ

ル

ダ

ー

ル

に

よ

れ

ば
､

経
済
建
設

の

み

な

ら

ず
､

社
会
構
造
の

改
革
が

要
求
さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

社
会
構
造

の

改
革
と

は

文
化
的

､

精
神
的

､

制

度
的
改
革
を

含
ん

で

い

る

も
の

で

あ

る
｡

国
家

的
イ
ン

テ
ィ

グ
レ

ー

シ

ョ

ン

を

達
成
す
る

に

は
､

先
ず
イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

や

文
化
的
諸
力
を

経
済
進
歩
の

た

め

に

仕
向
け

､

法
治
精
神
に

適

合
さ

せ
､

も
っ

て

経
済
的

､

社
会
的
硬
直
性

､

惰
性
を

な

く
さ

ね

ば

な

ら

(

7
)

な
い

｡

次
に

制
度
的
に

進

歩
の

た

め
に

改
革
を

行
な

わ

ね

ば

な
ら

な

い
｡

立
法
に

よ
っ

て

合
理

的
制

度
を

設
け

､

個
人

的
競
争
と

協
力
の

条
件
を

亜

(

8
)

え
､

社
会
を

再
組
織
せ

ね

ば

な

ら

な
い

｡

第
三

に
､

政
府
や

組
織
さ

れ
た

社
会
団
体
の

干
渉
や

作
用
が

必

要
と

さ

れ
る

｡

完
全
な

自
由
市
場
経
済
ほ

現
在
の

と
こ

ろ
で

は

不

経
済
で

あ

り
､

不

可
能
で

あ
る

｡

競
争
は

必

要
と

さ

れ

る

が
､

そ

れ

は

完
全
競
争
で

は

な

く
､

組
織
的
経
済
に

お

け

る

競
争

∂

で

あ

る
｡

そ
の

場
合
に

ほ
､

競
争
は

個
格
機
構
に

よ
っ

て

完
全
に

運
営
さ

別
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れ

ず
､

価
格
は

政
治
力
や

団
体

交
渉
な

ど
に

影
響
さ

れ

る

の

で

あ
る

｡

第

四
に

､

国
民

的
結
束
の

基
礎
を

築
か

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

そ

し
て

､

最

後
に

福
祉
国
家
の

建
設
が

あ

る
｡

そ

れ

は

国
家

的
イ
ン

テ
ィ

グ
レ

ー

シ

ョ

ン

の

理

想
図
で

あ

り
､

最
終
目

標
で

あ

る
｡

と
こ

ろ
で

､
､

､

ユ

ル

ダ

ー

ル

は

自
分
の

祖

国
で

あ

る

ス

ウ
ェ

ー

デ

ン

を

(

川
)

福
祉
国
家
の

典
型

､

香
､

そ
の

超
典
型
と

称
し
て

い

る
｡

ス

ウ
ェ

ー

デ
ン

は
､

第
一

次
､

第
二

次
の

二

回
の

世
界
大
戦
か

ら

平
和
を

守
る

こ

と
が

で

き

た
た

め
､

ほ

か

の

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

諸
国
に

比
べ

て
､

生

汚
水
準
が

高
く

､

ィ
ン

テ
ィ

グ
レ

ー

シ

ョ

ン

が

よ

り

高
度
に

達
成
さ

れ
て

い

る
｡

し

か

し

後

進
国
は

国
家
的
イ
ン

テ
ィ

グ
レ

ー

シ

ョ

ン

と

同
時
に

福
祉
国
家
の

建
設
が

最
初
か

ら

要
求
さ

れ
る

が
､

後
進
国
は

そ
の

余
力
が

な

い

の

で
､

ま

た
ジ

レ

ン

マ

に

陥
る

｡

欧
米
諸
国
の

福
祉
国
家
は

生

産
の

派
生

物
で

あ

る

が
､

償
進
国
の

そ

れ

は

生

産
の

同
時
物
で

あ

る
｡

欧
米
先

進
国
で

は
､

エ

業
化

は

低
賃
金
と

高
利
潤
に

よ
っ

て

達
成
さ

れ
､

エ

業
化
が

進
む

に

つ

れ

て
､

雇
用
が

完
全
状
態
に

達
し

､

生

産
水
準
が

上

が

り
､

そ

し
て

生

産
を

維
持

し
､

又

よ

り

高
虔
に

発
展
さ

せ

る

た

め
､

所
得
の

再
分
配

､

有
効
需
要
の

促
進
が

必

要
と

な
っ

た
｡

要
す
る

に

福
祉
国
家
の

建

設
は

生

産
を

維
持

し
､

又

拡
大
さ

せ

る

た

め

に

派
生

し

た

も
の

で

あ

る
｡

し

か

し

な

が

ら
､

後
進
国
は
エ

菜
化
の

最
初
か

ら

政
治
的

､

イ

デ
オ

ロ

ギ
ー

的
な

要
求
に

よ

っ

て

所
得
の

均
等
化
や

国
民
の

福
祉
の

促
進
を

余
儀
な

く
さ

れ

る
が

､

そ

れ

を

促
進
す
る

余
力
が

後
進
国
に

は

な
い

｡

従
っ

て

後
進
国
に

お

い

て

経

済
的
イ
ン

テ
ィ

グ
レ

ー

シ

ョ

ン

を

図
る

前
に

は
､

先
ず
国
家
的
イ
ン

テ
ィ

グ

レ

ー

シ

ョ

ン

の

促
進
が

要
求
さ

れ

る
｡

そ
こ

に

国
家
の

役
割
が

重

じ

ら

れ

る
｡

と
こ

ろ
で

先

進
国
と

後
進
国
の

国
家
の

役
割
は

相
異
な

る
｡

先
進

国
に

お

い

て

国
家
の

役
割
は

単
な
る

政
府
の

経
済
へ

の

干
渉
を

意
味
す
る

妙

に

と

ど

ま
る

｡

例
え

ば

税
制
に

よ
っ

て

経
済
的
機
会
の

均
等
化
を

図
る

な

3

ど
は

そ

れ

で

あ

る
｡

し
か

し

後
進
国
に

お
い

て

は
､

国
家
の

役
割
が

価
格

機
構
に

反
す
る

経
済
統
制
を

も

含
ん

で

い

る
｡

た

だ
､

､

､

ユ

ル

ダ

ー

ル

は

そ

の

理

論
の

根
底
に

価
格
機
構
を

重

ん

じ

て

い

る

の

は

前

述
の

通

り

で

あ

る
｡

前
述
し
た

国
際
貿
易
に

お

け

る

道
義
的
二

重

基
準
は

後
進
国
の

先
進

国
に

対

す
る
一

方
的
差
別
待
遇
を

正

当
化
し
て

い

る

が
､

そ
の

輸
入

制
限

政
策
に

つ

い

て
､

､
､

､

ユ

ル

ダ
ー

ル

は

輸
入

割
当
の

よ

う
な

直
接
統
制
を

優

先
的
に

主
張
せ

ず
､

価
格
機
構
を

通
じ

る

輸
入

税

政

策

を

提

唱
し

て

い

る
｡

ミ
ュ

ル

ダ
ー

ル

は

自
由
貿
易
主
義

的
な

複
数
為
替
レ

ー

ト

政

策
を

主

張
し

な
い

の

は

後
進
国
の

国
家
的
イ
ン

テ
ィ

グ

レ

ー

シ

ョ

ン

を

考
え

る

か

ら

で

あ
る

｡

し

か

し

経
済
統
制

的
輸
入

制
限
政
策
は

不

経
済
を

生

じ
､

行

政
の

非
能
率
を

招
来
し
､

投
資
環
境
を

悪
化
さ

せ
､

資
本
の

流
出
を

引
き

起
す

恐
れ

が

あ

る
｡

他
方

輸
入

税
政
策
は

外
資
導
入
に

役
立
ち

､

保
護
さ

れ

る

産
業
へ

の

投
資
を

促
進
し
､

税
収
の

確
実

性
を

持
つ

な

ど
の

メ

リ

ッ

ト

が

あ

る
｡

そ
こ

か

ら
ミ

ュ

ル

ダ

ー

ル

が

国
家
イ
ン

テ
ィ

グ
レ

ー

シ

ョ

ン

に

お
い

て

経
済
統
制
を

後
進
国
に

認
め

な
が

ら

も
､

価
椿
機
構
の

重

要
性

を

無
視
し

な
い

こ

と
が

分
る

の

で

あ

る
｡

と
こ

ろ
で

ミ
ュ

ル

ダ
ー

ル

が

国
際
的
に

道
義
的
二

重

基

準
を

主
張
す
る

の

ほ

決
し
て

先
進
国
の

後
進
国
に

対

す
る

物
質
的
援
助

を

主
張
す
る

こ

と

を

意
味
し

な

い
｡

後
進
国
の

大
部
分
は

外
国

援
助

を

切

実
に

必

要
と

し

て

い

る

に

も

か

か

わ

ら

ず
､

そ

れ

を

受
け
入

れ

る

条
件
が

整
っ

て

い

な
い

の

が

現
状
で

あ

る
｡

国
家
的
イ
ン

テ
ィ

グ
レ

ー

シ

ョ

ン

が

達

成
さ

れ

な
い

か

ぎ

り
､

如
何
に

外
国
援
助
を

受
け

入

れ
て

も

む
だ

で

あ

る
｡

ソ

ビ

エ

ト

が

ー

.
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工

業
化
に

成
功
し

た
の

は

殆
ん

ど

自
力
に

顧
っ

た
の

で

あ

る
｡

日

本
の

工

(

11
)

業
化
も

自
力
に

よ
っ

て

成
し

遂
げ

ら

れ

た

と

言
っ

て

良
か

ろ

う
｡

従
っ

て

外
国
援
助

は

後
進
国
の

経
済
発
展
の

決
定

的
要
因
で

は

な

く
､

む
し

ろ
二

の

次
で

あ

る

と

ミ
ュ

ル

ダ
ー

ル

は

考
え

て

い

る
｡

ヌ

ル

ク

セ

も

次
の

よ

う

に

述
べ

て

い

る
｡

ク

後
進
国
の

外
国
援
助
の

受
け

入

れ

能
力
は

消

費

財

部

門
で

は

限
り

な

く

大
き

く
､

資
本
財
部
門
に

お

い

て

は

極
く

微

小

で

あ

る
｡

そ

れ

は

後
進
国
の

後
進
性

､

公
共
施
設
の

貧
弱

､

そ
の

他
多
く
の

ボ

(

1 2
)

ッ

ト

ル

ネ
ァ

ク

に

よ

る

も
の

で

あ

る
｡

″

と
｡

､

､

＼

ユ

ル

ダ

ー

ル

は

外

国

援

助
の

受
け

入
れ

能
力
が

低
い

が
､

国
家
的
イ
ン

テ
ィ

グ
レ

ー

シ

ョ

ン

が

達

成
さ

れ

れ

ば
､

受
け

入
れ

能
力
が

増
大
す
る

し
､

外
国
援
助

が

後
進
国
の

経

済
発
展
に

大
い

に

役
に

立
つ

と

言
う
の

が

ミ
ュ

ル

ダ

ー

ル

の

言
い

た
い

と
こ

ろ
で

あ
る

｡

現
在
の

と
こ

ろ

経

済
発
展
の

着
々

と

進
ん

で

い

る

後
進

諸

国
で

ほ
､

外
国
援
助
は

経
済
発
展
に

加
速
度
な

役
割
を

果
し

て

い

る
｡

た

だ

ミ
ュ

ル

ダ
ー

ル

の

分
析
す
る

後
進
国
は

停
滞
す
る

後
進
国
に

限
ら

れ

て

い

る
｡

国
家
的
イ
ン

テ
ィ

グ
レ

ー

シ

ョ

ン

に

つ

い

て

は
､

時
間
的
な

ず

れ

も
あ

ろ

う
が

､

イ
ン

テ
ィ

グ
レ

ー

シ

ョ

ン

と

デ
ィ

ス

イ
ン

テ
ィ

グ
レ

ー

シ

ョ

ン

の

境
界
線
が

明
ら

か
で

な

い

点
､

そ

れ

を

明

確
化
す
る

こ

と

は
こ

れ
か

ら
の

課
題
に

な

る
で

あ

ろ

う
｡

勿
論
そ

の

境
界
線
を

引
く
こ

と

は

甚

だ

難
し
い

が
､

た

だ

現

在
の

後
進
国
は

必

ず
し
も

全

部
そ
の

境
界
線
の

向

う

側
に

な
い

こ

と

ほ

注
目
に

伍
す

る
で

あ

ろ

う
｡

本
書
は

出
版
さ

れ

て

十

年
に

な
る

｡

そ
の

間
､

停
滞
し
て

い

る

国
々

が

少
な

く

な
い

が
､

目
覚
ま

し
い

成
長
を

成
し

遂
げ
た

後
進
国
も

い

く
つ

か

あ
る

｡

目
覚
ま

し
い

成
長

を

遂
げ
て

い

る
に

も

か
か

わ

ら

ず
､

先
進
国
に

此

し
て

､

な
お

か

な

り

遅

れ

て

い

る

国
に

と
っ

て

国
家
的
イ
ン

テ
ィ

グ
レ

ー

シ

ョ

ン

ほ

ど
の

よ

う
な

意
味
を

持
つ

か

は
い

ま
一

つ

の

課
題
で

あ

る

と

思
わ

れ

る
｡
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