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公

債
負
担
の

将
来
転
嫁
性

■

は

し

が

き

政

府

支

出
を

ま

か

な

う
に

主
と

し
て

租
税
に

よ

る

ぺ

き
か

､

公

債
に

よ

る
ぺ

き

か

は
､

重

商
主

義
と

古
典
派

経

済
学

と
の

対

立

以

来
の

問
題
で

あ

り
､

一

九
三

〇

年
代
の

世

界
不

況
､

第
二

次

大
戦

を

経
た

今
日

も

な

お

括
滋
な

論
争
テ

ー

マ

と

な
っ

て

い

る
｡

こ

の

論
争
史
を

正

し

く

理

解
す
る

に

は
､

ま

た
､

そ

の

問
題
に

対

す
る

政

策
態
度
を

決
定

す
る

に

は
､

資
本
主

義
の

発
展
段
階
に

よ
っ

て

特
徴
づ

け

ら

れ

る

い

か

な
る

歴
史
的
経

済
状
況
の

中
で

そ

の

間
題

が

提
出
さ

れ

た

か
､

ま

た
､

さ

れ

て

い

る

か

に

つ

い

て

の

理

解
が

必

要
な
こ

と

は

云

う

ま
で

も

な
い

｡

し

か

し
､

そ

の

よ

う
な

状
況

分

析
の

中
で

租
税
対

公

債
論
争
を

あ

ま

ね

く

採
り

上

げ
､

あ

る

い

は
､

い

ず
れ

か

の

実

践
的

解
答
を

与
え

る

こ

と

は
､

こ

こ

で

の

目

大

川

政

三

的
で

は

な
い

｡

本

稿
の

さ

し

あ
た

っ

て

の

目

的
は

､

従

来
公

債
発

行
に

有
力
な

理

論
的
支
柱
を

与
え

て

き

た

ケ

イ

ン

ズ

理

論
家
た

ち

に

挑
戦

し
､

公

債
負
担
の

将
来
世

代

転

嫁
を

力

説

す

る

J
･

M

･

(

1
)

ブ

キ

ャ

ナ

ン

の

著
書
が

一

九
五

八

年
に

公
刊
さ

れ

て

以

来
清
澄
に

(

2
)

展
開
さ

れ

た

転
嫁
性
論

争
の

論
点
を

明

確
に

す
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

租
税
対

公

債
問
題
に

含
ま
れ

る

経

済
的

意
義
の

広
さ

と

深
さ

を

知
り

､

慎
重

な

実
践
的
判
断
へ

導
く
に

役
立
て

よ

う
と

す
る

に

あ

る
｡

と
く

に
､

最
近

わ

が

国
に

お

い

て

撞

頭
し
っ

つ

あ

る

公

債

発
行

論
の

一

つ

の

有
力

な

論
拠
が

､

社

会
資
本

充

実
に

よ

る

便
益

享
受
の

長

期
継

続
性
に

公

債
負
担
の

将
来
世

代

転

嫁
性
を

対

応
さ

せ
､

現

世

代
と

将
来
世

代
と
の

間
の

負
担
公

平
を

計
る

こ

と

に

求

め

ら
れ

て

い

る

こ

と

を

考
慮
す
れ

ば
､

■
こ

こ

で

公

債
負
担
の

意
義

を

明

ら
か

に

し
､

そ

の

将
来
世

代
転
嫁
の

可

能
性
な

ら
び

に

条
件

一身

丘曾6
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を

吟
味
す
る

こ

と

は
､

わ

が

国

現

時
点
に

お

け

る

公

債
発
行
問
題

を

た

ん

な
る

政

府
収
入

調

達
上
の

便
宜
か

ら

み

る

だ

け

で

は

な

′
､

､

国
民

経

済
的

視
野
の

下

で

考
察
す
る

こ

と

を

助

け

る

で

あ

ろ

1

フ
0(

1
)

-
一

声

せ

宮
F
P

β

賀
､

七
ぎ

監
音

字
訂
Q

首
訂
払

Q

ヽ

也

邑
訂

b
乳
良

】

-

漂
∽

(

河
-

○

ビ
P

･

邑

P
H

H

已
且

･

(

2
)

論

争
に

関

係
あ

る

主

要
論

文

は

次
の

ご

と

く
で

あ

る
｡

A
.

吋
.

P
e

ヨ
e
→

〉

岩
ま
e

弓

○
れ

せ

∈
〕

け
甲
ロ
p

ロ

ガ

J

宍

昇
一

訂
ぎ

3
g

叫

Q

ヽ

h

ま
誉
昌

～

昏
Q

営
ヨ
苧

A
]

胃
仁

-

設
¢

､

勺
p
･

N

O

小

一
か

･

-
Y

｡

→
F
e

世

弓
n

訂
ロ

O
f

ロ
e

夏
∴

､

知
等
訂
さ

Q

ヽ

由
Q

3
Q

ヨ
音
吐

§
乱

緊
急

を
叩

訂
h

､

呂
P

叫

-

漂
-

〉

勺

り
･

-

い

¢

-
-

き
･

甲

声

声
○
-

せ

F
-

1

?

ま
e

弓

O
f

出
∈
U

F
p
ロ

P

β
〉

払

♂
0
0

打
〉

ゝ
き
笥
訂
P
さ

内
Q

Q

声
Q

∋
訂

知
箋

札

内

∈
-

呂

賀
O

F

-

ま
¢

一

p

ワ

ー

∞

い

-
∽

･

W
･

P

申
じ

宅
2

ロ
､

戸

G
･

ロ
P

5 .

払

巴
】

ト

ロ

ロ

内
O

p
f

∵
h

→
F
e

勺
日

夏
-

○

ロ
e

宮
‥

A

せ
声

a
e

臼

○

ロ

句
仁
t

仁
】

d

G
e

ロ
e

→

P

エ
○
ロ
ひ

…

こ
ー

』
ヨ
望
-

訂
白
き

由
Q

O

さ
Q

ヨ
訂

知
内

e

計
∈
-

S
e

早
-

宗
○

-
H

匂
.

ヨ
ー

ー
か

･

句
1

P

日
0

0

呂
O
d

首
E

巴
-

i

㌔
J
O

ロ

的
･

2
日

H

ヨ
p

亡
○

邑
-

○

ロ
∽

○
{

A
-

t

2

ヨ
}

P
t
-

d

d

句
ビ

岩
巴

ワ
U
-

i

O

岩
.

S

p
n

-

t

F
e

ロ
仁

丹
r

e

ロ

○
巾

t

F
e

Z
巴

i

O

ロ

已

ロ
①

♂
什

㌔

由
Q

Q

さ
Q

3
訂

一

計
S

一

→

S
叫

､

ロ
O

P

-

宗
-

〉

勺

や

ご
○

-
諾
汁

C
.

S
.

∽

F
O

仁
p

㌔
ロ
e

b
t

句

訂
巴
岩

F
的

p

ロ

む

句
∈
什

仁
→

e

G
e

ロ
e

→
P
t
-

○

β
∽

㌧
､

由
Q

O

声
Q

∋
訂

■

訂
ぎ
→

さ

已
-

ロ
0

〇
.

-

漂
N

-

せ

ワ

∞

∞

N

-
∞

諾
･

申

ナ

呂
-

∽

F
巴
-

-

｡

H
O

宅

t

O

m
P

打
e

P

班
仁

宍.

r

e

β

O
f

t

F
e

勺
ロ
b
-

ど

ロ
e

け
什

∴
､

■

訂

弓
さ

已

Q

ヽ

h

♂
訂
叶

訂
已

担
u

Q

芦
Q

ヨ
宇

U
e

?

芯

巴
〉

勺

p

一
∽

N

や

-
窒
N

･

恥
t

←

二

支
配
的

公

債
論
の

三

命
題

ブ

キ

ャ

ナ

ン

に

よ

れ

ば
､

大

部

分
の

経

済
学

者
に

よ
っ

て

支
持

さ

れ
､

か

つ

て

は
か

れ

自

身
も

信
じ
て

疑
わ

な

か
っ

た

と
い

う

現

在
支
配

的
な

公

債

論
(

プ

キ

ャ

ナ

ン

の

呼

称
に

ょ

れ

ば

｢

新

正

統

派
理

論
+

〔

Z
e

宅

○
ユ
F
O

d
O

粥
y
〕

)

は
､

次
の

三

つ

の

基
本

的
命
題
の

上
に

た

て

ら

れ

て

い

る
｡

仙
公

債
を

起
こ

す
こ

と

は
､

主

要
な

実

質
負
担
を

将
来
の

世

代

に

な

ん

ら

転

嫁
さ

せ

る

こ

と

に

は

な

ら

な
い

｡

切
個
人

的
あ

る

い

は

私

的

債
務
と

､

公

共

的

債
務
と

を

同

類
に

み

る

こ

と

は
､

本
質
的
な

点
で

誤
り

を

お

か

し
て

い

る
｡

川
内

国

公

債
と

外
国

公

債
と

の

間
に

は
､

重

要
な

相

違
が

存
す

る
｡

こ

れ

ら
三

つ

の

命
題
は

そ

れ

ぞ

れ

独
立

し

て

い

る

の

で

は

な

く
､

互
い

に

密
接
な

関

連
を

も
っ

て

い

る
｡

各
命
題
が

導
か

れ

て

き

た

理

由
を

支

配

的

公

債
論
の

主

張
者
に

代
っ

て

ブ

キ

ャ

ナ

ン

が

(

1
)

説
明
し
て

い

る

と
こ

ろ

に

よ

れ

ば
､

次
の

ご

と

く
で

あ

る
｡

ま

ず
第

一

命
題

､

公

債
負
担
の

将
来
へ

の

非
転
嫁
性
は

､

次
の

理

由
に

も

と

づ

く
｡

政

府

借
入

は
､

個
人

ま
た

は

私

的
団
体
の

手

-7

か

ら
政

府
へ

周
買
力
を

潜
転
さ

せ

る

効
果
を

も

ち
､

政

府
は
こ

の

詔
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購

買
ガ
を

利
用

し
て

､

借
入

と
.同
じ

時
斯
に

資
源
を

使
射

す
る

ウ

ニ

れ

ら

資
渡
が

私

的

使
用
か

ら

取

り

出
ぎ

れ
.
で
ぐ
.
を

限
り

に

お

い

.

で

公

共
経

費
の

全

機
会
費
用

す
な

わ

ち

実

質
費
用
は

､

初
め

に

借
入
の

行
な

わ

れ

た

時
期
の

人
々

に

よ
っ

て

負
担
さ

れ

る

と

考

え

ら

れ

る
｡

こ

の

借
入

時
期
に

発
生

す
る

私

的

財
な

ら

び

に

サ

ー

ビ

ス

の

犠
牲
は

､

借
入
そ

の

も

の

か

ら

よ

り

は
む

し

ろ
､

政

府
が

公

共

経

費
の

支

出
を

決
定

す
る

こ

と
か

ら

起
こ

る
｡

こ

の

点
か

ら
､

公

共

経

費
を

借
入
に

よ
っ

て

ま

か

な

お

う

と
､

租

税
に

よ

ろ

う

と
､

大

き

な

相

違
は

な
い

｡

い

ず
れ

の

場
合
も

実
質
負
担

は

公

共

経

費
の

支

出
時
期
に

生

ず
る

の

で

あ

り
､

資
金

調
達
方

法
の

変
更

に

よ
っ

て

公

共

経
費
の

主
要
実

質
負
担
を

将
来
に

転
嫁
さ

せ

る

こ

と

は

不

可
能
だ

か

ら
で

あ

る
｡

し

か

し

借
入

に

よ

る

調

達
法
が

､

起

債
後
の

時
期
の

人
々

に

租

税
調

達
法
と

は

こ

と
な

る

作
用

を

与

え
る

こ

と

は

確
か

で

あ
る

｡

公

債
発
行
は

､

将
来
の

世

代

を

し
て

請
求
権
と

支

払

義
務
の

両

方

を

譲
り
つ

が

せ

る
｡

し

か

し
こ

の

債
権
債
務
は

､

少

な

く

と
も

国

内
保

有
の

公

債
に

つ

い

て

は

互
い

に

相

殺
さ

れ

る

か

ら
､

全
体

的

に

み

て

実
質
的

負
担
と

は

な

ら

な
い

｡

将
来
の

世

代
は

､

公

債
の

元

利
支

払
に

十

分

な

租
税
の

支

払
を

義
務
づ

け

ら
れ

る

が
､

そ

の

租
税
収
入

は
､

同

じ

経
済
内
の

同
じ

世

代
の

者
に

還
元
さ

れ

る
｡

公

債
が

将
来
の

世

代
に

も

し

な

ん

ら

か

の

負

担

を

課

す

と

す

れ

淵

ば
､

か

れ

ら

ど
お

し
の

間
で

移
転
的

支
払
を

な

す

義
務
を

課

す
だ

け

で

あ

り
､

こ

の

移
転
取
引
に

資
蘇
の

実

質
的
犠
牲

が

伴
う
こ

と

は

あ

り

得
な

い
｡

も

し

納
税
者
と

公

債
保

有
者
と

が

お

お

む
ね

一

致

す
る

な

ら

ば
､

重

大
な

移
転
負
担
は

存
在
せ

ず
､

そ

の

二

グ

ル

ー

プ

の

構
成
が

い

ち
じ

る

し

く

異
な

る

な

ら

ば
､

実

質

費

用

が

｢

純
+

納
税
者
に

よ
っ

て

負
担
さ

れ
､

実

質
利
益
が

｢

純
+

利
子

取

得
者
に

帰

す
こ

と

に

な

ろ

う
｡

し
か

し

か

か

る

移
転
負
担
の

存

在
を

認

め
る

こ

と

は
､

主

要
実
質
負
担
を

将
来
世

代
に

転
嫁
し

得

な
い

と

い

う

基

本

原
理

を

無
効
に

す
る

こ

と

に

は

な

ら
な
い

｡

こ

の

第
二

次

的

移
転
負
担
の

大

き
さ

は
､

公

債
が

起
こ

さ

れ
､

公

共

経
費
が

支
出
さ

れ

る

時
期
に

こ

う

む
る

資
渡
の

犠
牲
の

大
き

さ

と

は
､

比

較
に

な

ら

な
い

か

ら
で

あ
る

｡

以

上
の

ご

く

平
凡

な

事
実
を

認

識
す
る

な

ら

ば
､

政

府
に

借
入

を

容
易
に

利
用

す
る

こ

と
が

許
さ

れ

る

場
合

､

無
益
な

計

画

に

過

大

な

支

出
を

な

す
で

あ

ろ

う
と
い

う

疑
い

は

除
か

れ

る

で

あ

ろ

う
｡

た

と

え

政

府
が

借
入
に

よ

る

と

し
て

も
､

公
共

経
費
の

実
質

費
用

支

払
は

将
来
に

引

き

延
ば

し

得
な
い

て

と
を

､

さ

き
の

分

析

は

明

ら
か

に

し
て

い

る

か

ら
で

あ

る
｡

第
二

命
題
の

私

的

債
務
と

公

共

的

債
務
と

の

非
類
似
性
は

､

次

一
丁

鵡
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秒

よ

う
に

説

明 .

さ

れ

る
｡

個

人

ま

た

は

私

的
■

団
体

に

と
ヶ

て

私

的

債
務
の

利
子

支
払
は

明
ら

か

に

実

質
負
担
を

形

成
す
る

｡

そ

の

た

め

に

消
費
支

出
か

貯
蓄
を

切

り

詰
め
ね

ば
な

ら

ず
､

購
買
力
を

債

権
者
に

移

転
さ

せ

ね

ば
な

ら

な
い

か

ら
で

あ

る
｡

こ

の

点
､

私

的

債
務
は

外

国

公

債
に

類
似
す
る

｡

し
か

る

に

内

国

公

債
の

易

合

は
､

債
権
者
は

納
税
者
と

同

じ
グ

ル

ー

プ

の
一

員
で

あ

り
､

実

質

所
得
が

利
子

支

払
に

よ
っ

て

か

れ

ら
の

集
合

体
外

に

流
出
す
る

こ

と

は

滋
い

ゆ

え
､

私

的

債
務
と

虻

は
っ

き

り

区

別

さ

れ

る
｡

ま

た
､

借
入

に

よ

っ

て

所
得
の

流
れ

の

時
間
的

構
造

を

変
え

得
る

個

人
の

場
合

は
､

過

度
の

借
入

に

よ
っ

て

将
来
破
産
の

危
険
に

あ

う

ほ

ど
の

重

荷
を

将
来
所
得
に

課
す
こ

と

も
あ

り

得
る

が
､

前
述
の

ご

と

く

公

共

経
費
の

実
質
負
担
を

将
来
に

転
嫁
し

得
ず

､

社

会
の

所

得
の

流
れ

の

時
間
的

構
造

を

は

な

は

だ

し

く

変
え
る

こ

と
の

で

き

な
い

政

府
の

場
合
は

､

内

国

債
の

大

き
さ

い

か

ん

に

か

か

わ

ら

ず
､

内
国
債
の

た

め

破

産
に

陥
る

危
険
ほ

ほ

と

ん

ど
､

あ
る

い

は

全
く

存
し

な
い

｡

政

府
の

経

費
が

そ

の

収

入
を

超
過
す

る

こ

と

に

つ

い

て

特
に

懸
念
す
る

理

由
は

な

く
､

景
気
循
環
の

あ

る

局

面
で

は
そ

の

条
件
が

必

要
か

つ

有
益

で

あ

る

こ

と

も
あ

る
｡

第
三

命
題
の

内

国

公

債
と

外

国
公

債
と
の

相

違
が

い

か

な
る

理

由
に

よ

る

も

の

か

は
､

前
記
二

命
題
の

説
明
か

ら

す
で

に

明

ら
か

軒

.
.

｡

←

で

あ

る

肪
､

簡
単
に

線
返
せ

ば
▼

舟

国

公

骨
を

起
こ

し

た

蓼
合

Ⅴ

国

内
の

利
用

可

能
資
源
が

そ

れ

に

よ
っ

て

増
加
す
る

わ

け

で

は

な

く
､

逆
に

利
払
あ

る

い

は

償
還
の

時
､

所
得
の

流
れ

に

純
減
少
が

生

ず
る

わ

け

で

も

な

く
､

そ

れ

ら

は

た

ん

な
る

金

融
的
取

引
に

す

ぎ

な
い

｡

し

か

る

に

外

国

公

債
の

場
合
は

､

そ

の

起
債
に

よ
っ

て

国

内
の

利
用

可

能
資
源
の

量
が

増
加
す

る

反

面
､

利
払
あ

る

い

は

償
還
に

よ
っ

て

将
来
の

実

質
所

得
減
少

を

ま
ね

く
｡

す
な

わ

ち
､

将
来
の

世

代
に

実

質
負
担
を

課
す
こ

と

に

な

り
､

こ

の

点

私

的

債

務
に

類
似
す
る

｡

し

た

が

っ

て

外

国
公

債
の

過

度
な

発
行
は

警
戒

す
べ

き
で

あ

り
､

租
税
と

内

国

債
に

よ

る

収

入

合
計
を

公
共

経
費

に

ひ

と

し

く

保
つ

ぺ

き
こ

と
が

要
求
さ

れ

る
｡

ブ

キ

ャ

ナ

ン

に

よ
っ

て

以

上
の

三

命
題
に

集
約
さ

れ

た

支

配
的

(

2
)

公

債
論
を

直

接
に

見

よ

う

と

す

れ

ば
､

A

･

P

‥
フ

ー

ナ

ー
､

へ

3
)

(

4
)

A

･

E
･

ハ

ン

セ

ン

､

S
･

E

･

ハ

リ

ス

､

p
･

A

･

サ

ミ
ュ

エ

(

5
)

｢

6
)

ル

ソ

ン

､

A

･

C

･

ピ

グ

ー

等
の

著
書

､

論
文
の

中
に

そ

れ

を

み

る

こ

と
が

で

き
る

｡

ブ

キ

ャ

ナ

ン

が

か

れ

ら

を

｢

新
正

統
派
+

と

呼
ん

だ

の

に

ま
さ

に

ふ

さ

わ

し

く
､

そ

の

支

持
者
に

は

多
く
の

第

一

級
経
済
学
者
を

そ

ろ

え
て

い

る
｡

し

か

し
､

後
述
の

議
論
に

関

係
づ

け
て

次
の

こ

と

を

指
摘
し
て

お

き

た

い
｡

第
一

は
､

か

れ

ら

∂

の

す
べ

て

が

国

民

経

済
と

か
､

世

代

全

体
と

か

に

関
係
づ

け
マ

ク

詔
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ロ

的
に

み

よ

う

と

し
て

い

る

こ

と
､

第
二

は
､

か

れ

ら
の

多
く
が

内

国

債
発
行
に

よ

る

公

共

支
出
の

経
済
的

効
果
を

不

完
全

雇

用

状

態
の

中
で

考
え

､

そ

れ

の

国
民

経
済
に

対

し
て

も
つ

プ

ラ

ス

の

効

果
を

強

調
し

ょ

う

と

し
て

い

る

こ

と
､

第
三

は
､

内

国
債
発
行
が

資
漁
使
用
と

結
び

つ

く
か

ぎ
り

現

世

代
の

者
に

負
担
を

課
す
こ

と

を

認
め

る

者
も

､

そ

れ

に

よ
っ

て

資
源
使
用

機
会
を

と

ざ

さ

れ

た

他
の

用

途
が

民

間
消
費
か

民

間
投
資
か

に

つ

い

て

は

何
も
ふ

れ

て

い

な
い

､

と
い

う
こ

と
で

あ

る
｡

(

1
)

ナ

芦

田
与
ロ

F
p
n

P
n

､

竜
.

邑
.

〉

p

甲

山

-
ご
.

(

2
)

A
.

ワ

ト
e

l
ロ
e

り
〉

:

→
F
2

山

喜
d
e

n

O
h

t

F
e

Z
p
t
-

O
n

巴

D
e

す
t

一

首

+

ぎ
冨
ヨ
♪

向
∋
且
Q

哩

ヨ
恥

声
叫

声

芦
札

七
監
託
Q

h

ざ
㌻
Q

苧

-

窒
∞

(

Z
O

ユ
O

n
)

}

廿

ワ
N

設
-
ソ

(

永

田

清
･

都

留
重
入

監

訳

『

所

得
･

雇

傭
及

び

公

共

政

策
』

下

巻
二

二

五

-
七
ペ

ー

ジ
)

ト

L
ノ

内
岩
さ
Q

ヨ
叫

Q
h

Q

ヽ

昔
訂
聖

∋
箋

r

叶
〉

-

漂
-

(

呂
O

G
ヨ
P

弓
･

H
亡
-

)

)
廿

p

N

記
-
チ

ラ

ー

ナ

ー

は
､

こ

れ

ら

の

著

作
の

中
で

､

内

国

債
の

場
A

ロ

は
､

私

的

債
務
に

お

け
る

ご

と

く

外
部

的

債
権

者

(

e

巴
e

→

n

巴

0
→

e

d
-

t

O

ユ

が

存

在
せ

ず
､

｢

わ

れ

わ

れ

自

分

自

身
に

借
り

を

負
う
+

｡

W
e

O

弓
e

i

t

t

0

0

喜
∽

e
-

≦
U

S

∴
､

)

も
の

で

あ

る

こ

と
､

内

国

債
に

ょ
っ

て

国

家

は

貧

困
に

も
な

ら

ず
､

負
担

も
こ

う

む

ら

な
い

､

ま

た

後
代
の

子

孫

は

全

体

と

し
て

利

益
も

損

害
も

受

け

な
い

こ

と

を

強

調
し

て

い

る
｡

(

3
)

A
.

H
.

H
P

ロ
∽

e

ロ
】

し

ぶ

詮
已

b
Q
h

岩
哩

§
払

出
だ
ら
叫

莞
設

〔

官
訂
h

､

-

や

き
(

Z
O

ユ
○

ロ
)

-

p

ワ
ー

a
-

か
ー

ー

N

山
.

(

都

留
重

人

訳

『

財

政

政

策
と

景
気

循

環
』

一

七

〇
､

一

七

八
ペ

ー

ジ
)

こ

こ

で

注

目

さ

れ

る

こ

と

は
､

ハ

ン

セ

ン

が
､

公

債
の

限

度
を

国

民

所

得
不

変
の

仮

定
の

下
で

考

朗3

え

る
ぺ

き
で

は

な
い

と

し
て

い

る

こ

と
､

公

債
利

子

支

払
の

問

題
は

現

世

代

対

後

世
の

問

題
で

は

な

く
､

同
じ

世

代
に

属

す

る

二

つ

の

グ

ル

ー

プ
､

納
税

者
グ

ル

ー

プ

か

ら

債
券
所

有

者
の

グ

ル

ー

プ

ヘ

の

移

転
の

問
題
に

止

ま

り
､

負

担
で

は

な
い

と

し

て

い

る

こ

と
で

あ
る
(〕

(

4
)

S

.
申

H

宅
→

昇

つ

訂

旨
叶

訂
さ

已

b
&
叶

申
さ

乱

叶

訂
L

若
さ

由
篭

･

→

岩

ヨ
訂
ヤ

ー

空
T

V

(

呂
O

G
づ
p

W
暮

H
亡
-

)
-

や
一

誌
.
公

債

利

子

支

払
は

､

経

済

資

源
を

な
ん

ら

消
耗

し

な
い

納

税

者

と

利

子

取

得

者

(

納

税

者
)

問
の

所

得

移

転
で

あ

る

と

述
べ

た

後
､

赤

字

支

出

が

貨

幣

供

給
､

所

得
､

貯

蓄

に

望

ま
し

い

作

用
を

及

ぼ

す
こ

と

を

考
え

れ

ば
､

公

債
負

担
の

大

き
さ

を

過

大

に

考
え

る

ぺ

き

で

は

な
い

と

し
て

い

る
｡

(

5
)

ロ

A
･

∽
P

ヨ
亡

e
-

筈
n

)

由
Q

3
Q

邑
已
〉

賢
F

e
(

r

-

芸
-

(

呂
?

G

昌
弓
･

H

≡
)

〉

勺

p

.
山

望
T

‡
P

こ

こ

に

は
､

ブ

キ

ャ

ナ

ン

の

あ

げ
た

三

つ

の

命

題
が

簡
明

に

説

明

さ

れ

て

い

る
｡

た

だ

し
､

資
本

形

成
を

犠

牲
に

し
て

発

行
さ

れ

る

内

国

債
は

､

そ

の

負
担

を

将
来
に

転

嫁

す

る

こ

と

を

示

嗟
し

て

い

る

点

は
､

注

目
に

催

す
る

｡

(

6
)

A
.

C
.

吋
-

叩
○

ロ
〉

ゝ

染
ま

合
札

声

b
ど

買
Q

勺
S
P

さ
Q

♪

宮
戸

e
(

r

-

窒
¶

(

呂
笹
口

2

岩
P

n
)

-

せ

甲

山

00

-
¢

.

公

共

経
費
を

借

入
に

ょ
っ

て

ま

か

な
お

う

と
､

租
税
に

ょ

ろ
ゝ

フ

と
､

そ

の

費
用

を

支

払

う
の

は

現

世

代

で

あ

り
､

将
来
の

世

代

で

は

な
い

と

明

言
す

る
｡

三

ブ

キ

ャ

ナ

ン

の

三

命
題

-
古

典
派

公

債

論
の

復

活

ブ

キ

ャ

ナ

ン

が

前
述
の

支

配
的
公

債
論
を

全

く

く
つ

が

え

し
て

証
明

し
ょ

う
と

し
た

こ

と

は
､

次
の

三

命
題
で

あ
る

｡

鳴

瑚

ト

.

叫



( 飢 ) 公 債負担 の 将来 転嫁性

書

←

仙
公

債
の

主

要
実

質
負
担
は

将
来
の

世

代
に

転
嫁
さ

れ

る
｡

榊
公

債
と

私
債
と

を

類
似
的
に

み

る

こ

と

は

基

本

的

に

正

し

ヽ

○

-

∨

川
外

部
的

債
務
は

内

部
的
債
務
と

基
本
的
に

変
り

は

な
い

｡

こ

こ

で

注
意
す
べ

き
こ

と

は
､

ブ

キ

ャ

ナ

ン

が

こ

れ

ら
の

命
題

を
い

わ

ゆ

る

｢

古
典
派
的
+

フ

レ

ー

ム

ワ

ー

ク

の

中
で

､

す
な

わ

ち
､

次
の

よ

う

な

仮
定
の

下
で

論
証
し

ょ

う
と

し
て

い

る

こ

と
で

(

l
)

あ

る
｡

U
諸

資
漁
の

完
全
雇
用
が

存
在
し
て

い

る
｡

∽
公

債
発
行
の

目

的
は

イ
ン

フ

レ

ー

シ

ョ

ン

を

防
止

す
る

た

め

で

も

促
進
す
る

た

め
で

も

な

く
､

実
質
的
経
費

､

す
な
わ

ち

政

府
が

よ

り

多
く
の

経

済
資
源
に

対

す
る

支
配
権
を

得
る

た

め
で

あ
る

｡

こ

の

仮
定
は

､

既
存
の

通

貨
が

政

府
に

移
転
さ

れ

る

こ

と
に

よ
っ

て

公

債
証

書
が

購
入
さ

れ

る

こ

と

を

意
味

す
る

｡

川
公

共
経
費
は

社

会
の

総
所
得
な

ら

び

に

総
投
資
に

対

比

し
て

妥
当
な

大

き
さ

に

限
ら

れ

る
､

し

た

が

っ

て

政

府
公

債
の

売

却
が

利
子

率
な

ら

び

に

物
価
構
造

に

及
ぼ

す

影
響
は

無
視
し

得
る

も

の

と

す
る

｡

州
政

府
公

債
の

購
入

資
金

は

す
べ

て

私
的

資
本
形
成
か

ら

引

出

さ

れ

る
｡

㈹
経

済
全

体
に

競
争
が

支

配
す
る

｡

㈲
公
共

経

費
の

目

的
に

か

ん

し
て

は

な
ん

ら

特
別

な

仮
定

を

つ

け
な
い

｡

現

存
公

債
の

大

部
分
の

発
行

事
情
に

正

確
に

は

あ

て

は

ま

ら

な

い

前
記
の

き

び

し
い

仮

定
を

ブ

キ

ャ

ナ

ン

が

あ

え

て

と
っ

た

の

は
､

一

つ

に

は
､

前
記

諸

仮
定
の

大
部
分

は
ア

メ

リ

カ

が
一

九

五

〇

年
代
の

完
全

雇
用

期
に

直
面

し
､

ま
た

､

現
に

直
面

し
っ

つ

あ

る

公

債
問
題
に

適
用
し

得
る

こ

と
､

二

つ

に

は
､

｢

古

典

派

的
+

フ

レ

ー

ム

ワ

ー

ク

の

中
で

公

債
の

特
徴
を

純
粋
に

考
察
し

得
る

こ

と

を

考
慮
し
た

か

ら

で

あ

る
｡

以

上
の

分

析
に

必

要
な

準
備
を

整
え
た

の

ち
ブ

キ

ャ

ナ

ン

一
は

か

れ

の

第
一

命
題

､

公

債
負
担
の

将
来
世

代
転
嫁
性
の

証

明
に

進
む

(

2
)

の

で

あ

る

が
､

か

れ

の

云

う
｢

将
来
世

代
+

と

ほ
､

公

債
発
行

期

以

後
の

時
期
に

生

き
る

す
べ

て

の

個
人
の

こ

と

で

あ

り
､

現

世

代

の

子

孫
で

あ

る

こ

と

を

必

ず
し

も

必

要

と

し

て

い

な

い
｡

か

れ

は
､

負
担
が

わ

れ

わ

れ

の

子

孫
に

転
嫁
さ

れ

る

か

香
か

と

い

う
こ

と
よ

り
は

む

し

ろ
､

そ

の

負
担
が

時
間
的

に

後
へ

ず
ら
さ

れ

る

か

香
か

を

問
題
と

し

た

の

で

あ
る

｡

さ

ら

に

｢

公

債
負
担
+

と

云

う

J

時
､

支

配

的
公

債
論
者
と

ブ

キ

ャ

ナ

ン

と

は

全

く

別

な
も

の

を

考

3 3
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え

て

い

た
｡

一

方
が

､

私
的

用

途
に

利
用

可

能
な

資
激
の

減
少

と

い

う

形
で

現
わ

れ

る

機
会

費
用

を

国
民

経
済
な
い

し

世

代

全

員
が

負
う
こ

と

を

負
担
と

目

し
て

い

る

の

に

対

し
､

他

方
の

ブ

キ

ャ

ナ

ン

は
､

個
人
が

反
対

給
付

な

く

強
制
的
に

経
済

資
漁
に

対

す
る

貨

幣
的
支

配

権
を

奪
わ

れ

る

こ

と

を
も
っ

て

負
担

と

し
て

い

る

か

ら

で

あ
る

｡

か

れ

は
､

マ

ク

ロ

的

超
個
人

的
立

場
か

ら

負
担
の

有
無

を

論
じ
る

こ

と

は

民

主

的

個
人

主

義
社

会
の

基

本

原
理
に

反

す
る

と

い

う

考
え

か

ら
､

公

債
発

行

-
支
配
的

公

債
論
で

は
こ

れ

が

公

共

支

出
と

混

同
さ

れ

て

い

る

ー
が

､

個
人
の

厚
生

に

及
ぼ

す

影

響
を

問
題

と

す
る

の

で

あ

る
｡

か

か

る

個
人

的
立

易
か

ら

み

れ

ば
､

公

債
を

財
汝
と

す
る

公
共

支
出
に

よ
っ

て

経
済
資
源
が

私

的

使
用
か

ら

公

的

使
用
に

移
転
さ

れ

消

耗
さ

れ

る

と
い

う
事
実
は

､

そ

れ

の

み

で

犠
牲
な
い

し

負
担
の

発
生
を

証

明

す
る

こ

と

に

な

ら

な
い

｡

そ

の

証

明
に

は
､

個
人
の

経

済
資
源
支

配

権
が

強

制
的
に

奪
わ

れ
､

か

れ

の

厚
生

状
態
が

悪
化

す
る

事
実
の

指
摘
が

必

要
と

さ

れ

る
｡

し
か

る

に

ブ

キ

ャ

ナ

ン

の

あ

げ
た

諸

仮
定
の

下
で

個
人
が

自

発

的
に

政

府
公

債
の

購
入

を

選

択
す
る

も

の

と

す

れ

ば
､

そ

の

取
引

に

よ
っ

て

か

れ

の

厚
生

状

態
が

良
好

に

な

る

こ

と

は

あ
っ

て

も
､

悪
化

す
る

こ

と

ほ

な
い

｡

公

債
腰
入

者
は

将
来
の

資
渡
支

配
権

と

交
換
に

現

在
の

資
渡

支

配

穐
を

放
棄
す
る

に

す
ぎ

ず
､

所

得
の

流

出

れ

の

時
間
的
パ

タ

ー

ン

を

変
え

る

に

止

ま
る

｡

そ

れ

ゆ

え
､

個
人

の

合
計

と

み

ら
れ

る

経
済
は

､

公

債
発
行

時
に

い

か

な

る

犠
牲
も

負
担
も

負
う
こ

と

は

な
い

｡

公

債
負
担
を

真
に

に

な

う
の

は
､

公

債
元

利
支
払
の

た

め

強
制
的
に

経
済
資
渡
支
配

権
の

放
棄
を

命
じ

ら

れ

る

将
来
の

納
税
者
で

あ
る

､

と
ブ

キ

ャ

ナ

ン

は

云

う
｡

公

債
と

私

債
と

の

類
似
性
の

有
無
を

論
証

す

る

場
合

も
､

支

配

的
公

債
論
と
ブ

キ

ャ

ナ

ン

公

債
論
と

で

は
､

公

債
と

私

債
と

の

間

で

何
を

比

較
す

る

か

の

点
で

大
き

な

相
違
が

あ

る
｡

前
者
で

は
､

借
入
に

と

も

な
っ

て

起
こ

る

利
用
可

能
資
激
総
量
の

増
減
が

公

私

債
に

つ

い

て

比

較
さ

れ

た

の

に

対

し
､

後
者
で

は
､

個
人

正

味
財

(

3
)

産
(

ロ
e
t

弓
○

ユ
F
)

の

増
減
が

比

較
さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

す
な

わ

ち
ブ

キ

ャ

ナ

ン

に

よ

れ

ば
､

私

債
契
約
の

結
ば

れ

た

場

合
､

借

手
の

資
産

､

負
債
の

両

面
に

起
こ

る

変
化
は

相
殺
さ

れ
､

か

れ

の

正

味
財
産
に

は

な
ん

ら
の

変
化

も

生

じ

な
い

､

個
人
の

正

味
財
産

に

与

え
る

影
響
の

点

で

は

公

債
発
行
も

ま
た

同
様
で

あ

り
､

そ

の

限

り
で

公

私

債
の

間
に

相

違
は

な
い

と

説
明

さ

れ

る
｡

公

債
発
行

の

場
合
に

生

ず
る

変
化

ほ
､

公

債
購
入

者
が

､

私

的

証

券
の

よ

う

な

他

種
類
の

資
産
と

な
る
ぺ

き

筈
の

も
の

を

政

府

公

債
に

置
き

換

え

た

と
い

う
こ

と

だ

け
で

あ

り
､

も

し

公

債
利
子

率
と

私
的

投
資

鵬

イ

レ

叫
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紳

す

←

の

限

界
収

益

率
と

が

ひ

と

し
い

と

促
足

す
れ

ば
､

公

債
賂
入

着
の

正

味
財
産
額
に

は

い

か

な

る

変
化

も

生

じ
な
い

｡

こ

の

よ

う
に

債

務
発
生

時
点
に

お

い

て

個
人
の

正

味
財
産
に

変
化
を

生

ぜ

し

め

な

い

こ

と
が

､

ブ

キ

ャ

ナ

ン

を

し
て

公

私

債
の

類
似
性
を

結
論
さ

せ

た
の

で

あ

る
｡

し

か

し
､

債
務
発
生

後
の

利
子

支

払
に

つ

い

て

も
そ

の

類
似
性

を

貫
く
こ

と

が

で

き
る

で

あ
ろ

う
か

｡

私

債
利
子
の

支

払
は

明
ら

か

に

債
務
者
勿

正

味
財
産
減
少
を

結
果
せ

し

め
る

の

に

対
し

､

公

債
利
子
の

支
払
は

納
税
者

か

ら

公

債
所
有
者
に

対

し
て

な
さ

れ
､

個
人
正

味
財
産
を

総
合
計

す
れ

ば
､

純
減
少
が

生

じ

な
い

と

考
え

ら

れ

る

か

ら
で

あ

る
｡

こ

の

疑
問
に

対
し

て

ブ

キ

ャ

ナ

ン

は
､

公

債
所
有
者
の

利
子

取
得
は

か

れ

の

正

味
財
産
を

増
加

す

る

こ

と
に

は

な

ら

な
い

､

な
ぜ

な

ら
､

も

し

公

債
の

発
行
が

な

け

れ

ば
､

か

れ

は

私
的
証

券
の

購
入

に

向
い

､

公

債
利
子
と

同

額
の

も
の

を

得

た

で

あ

ろ

う
か

ら
､

と

答
え

る
｡

し

た

が

っ

て
､

公

債
利
子

を

支

払

う

将
来
の

納
税
者
の

正

味
財
産
減
少

と
い

う
事
実
の

み

が

相

殺

さ

れ

ず
に

残
り

､

私

債
と

の

類
似
性
が

依
然
保
持
さ

れ

る
､

と

云

(

4
)

1

フ
0

前
述
の

よ

う
に

内

国

債
負
担
は

将
来
納
税
者
の

上
に

落
ち
る

こ

と
が

証

明
さ

れ

れ

ば
､

支

配
的

公

債
論
が

力

説
す
る

よ

う

な

内

外

債
の

区

別

は

も
は

や

必

要
で

な

く

な
る

ひ

支

配
的

公

債
論
で

は
､

内

債
利
子

支
払
は

社

会
成

員
間
の

移
転
取
引
に

止

ま

る

こ

と
､

こ

れ

に

対

し

外

債
利
子

支

払
は

所
得
の

流
出

､

す
な

わ

ち

国
内

可

処

分

所
得
の

減
少
を

も
た

ら

す
と
い

う
区

別
が

強
調
さ

れ
､

内

国

債

に

此
ぺ

て

外

国

債
負
担
の

よ

り

重
い

こ

と

が

警
告
さ

れ

た

の

で

あ

る

が
､

ブ

キ

ャ

ナ

ン

の

効
果
測
定

観
点

で

あ

る

納
税
者

個
人
の

立

場
か

ら
み

れ

ば
､

か

れ

の

将
来
負
担
を

増
す

原
因
と
な

る

こ

と

に

お

い

て

内

外

債
は

ひ

と

し
い

作
用
を

も
つ

か

ら
で

あ

る
｡

こ

の

作

用
の

同
一

性
に

か

ん

す

る

証

明
を

い

っ

そ

う

補
強
す
る

た

め
､

ブ

キ

ャ

ナ

ン

は
､

社
会
の

総
所
得
な

ら
び

に

純
所

得
に

及
ぼ

す
内

外

(

5
)

債
の

作
用

を

次
の

よ

う
に

比

較
し
て

い

る
｡

内

国

債
の

発
行
は

国

内
の

私

的

投
資
減
少
を

も

た

ら

し
､

そ

の

発
行

額
に

資
本

純
益

率

を

乗
じ

た

額
だ

け

将
来
の

社

会
総
所
得
を

減
少
せ

し

め

る
｡

こ

れ

に

対

し

外

国

債
の

発
行
は

国
内

私

的
投
資
を

妨

げ
る

こ

と

な

く
､

し
た

が
っ

て

将
来
の

社

会

総
所
得
は

内

国

債
の

場
合
よ

り

大
で

あ

ろ

う
｡

し

か

し
､

そ

の

所
得
か

ら

外

債
利

子

費
が

支

払
わ

れ

ね

ば

な

ら

な
い

｡

も

し

外

債
利

率
と

国
内
の

資
本
純
益

率
…

…
政

府
の

国
内

借
入

利
率
は

こ

れ

に

ひ

と

し
い

も

の

と

す
る

【
と

が

同
一

だ

と

仮
定

す
れ

ば
､

す
べ

て

の

租
税
支
払

と

利
子

受
取
を

計

算
に

っ

J

入
れ

た

後
の

純
所
得
は

､

内

外

債
の

い

ず
れ

を

発
行

す
る

場

合
も

3 3
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ひ

と

し
い

｡

も

し

外
債
利

率
が

国

内
の

資
本

収

益

率
以

下
で

あ

れ

ば
､

内
国
債
よ

り

外

国

債
の

方
が

有
利
で

あ

り
､

逆
の

場
合
は

逆

で

あ
る

｡

か

か

る

経
済
的
選

択
を

誤
る

限
り

に

お

い

て

社

会
に

負

担
が

か

か

る

が
､

こ

の

負
担
は

､

支
配

的
公

債
論
の

云

う

債
務
の

｢

外

部
性
+

｢

内

部

性
+

と

は
か

か

わ

り

な
い

こ

と
で

あ

る
､

と

云

ぅ
｡

こ

の

よ

う
に

ブ

キ

ャ

ナ

ン

が

社

会
の

絵
所

得
と

い

っ

た
マ

ク

ロ

的

観
点
か

ら

内
外

債
を

比

較
し

て

い

る

こ

と
は

､

こ

れ

ま

で

か

れ

が

と
っ

て

き
た

個
人

主

義
的
観
点
か

ら

逸
脱
す
る

と

考

え

ら

れ

る

が
､

後
述
の

ブ

キ

ャ

ナ

ン

に

続
く

論
者
の

公

債
負
担

将
来
転

嫁

論
に

つ

な
が

る

議
論
と

し
て

記
憶
に

値
す
る

｡

以

上
の

ご

と

く

支

配

的
公

債
論
と
ブ

キ

ャ

ナ

ン

公

債
論
と
が

全

く

逆
な

結
論
に

達
し
た

主
な

理

由
は

､

両

者
の

分

析
に

お

け
る

方

法
上
の

相
違
に

求
め

ら

れ

る
｡

す
で

に

必

要
な

箇
所
で

ふ

れ

た

が
､

一

つ

は
､

マ

ク

ロ

的
観
点

に

立
つ

か
､

､

､

ク

ロ

的
観
点

に

立
つ

か

の

相
違
で

あ

り
､

も

う
一

つ

は
､

公

債
負
担
と

云

う

時
に

､

公

債
発

行
と

公

共

支

出
の

複
合
効
果
を

み

て

い

る

か
､

あ

る

い

は
､

た

ん

な
る

経

費
調

達
手

段
と

し
て

の

公

債
発
行
効
果
の

為
を

考
慮
し
て

い

る

か

の

相

違
で

あ

る
｡

か

か

る

分

析
方

法
上
の

相

違
を

も
つ

以

上
､

公

債
負
担
の

将
来
転
嫁
性

､

公

私

債
な

ら

び

に

内

外

債
の

類

似
性
に

か

ん

す
る

両

者
の

結
論
が

全
く

反
し
て

も
､

不

思

議
で

は

な
い

｡

た

だ

し
､

か

か

る

異
な
っ

た

結
論
が

公

債
発
行

政

策
に

対

3 34

し
て

い

か

な

る

実
践
的

意
義
を
も
つ

か

を

考
え
て

み

る

こ

と

は

必

要
で

あ

ろ

う
｡

概
括
的
に

云

え

ば
､

支
配
的

公

債
論
の

諸

命
題
は

内

国
債
を

財

漁
と

す
る

公

共
支

出
の

増
加
に

対

し

て

支
持
的

論
拠
を

提
供

す
る

の

に

対
し

､

ブ

キ

ャ

ナ

ン

公

債
論
の

そ

れ

は
､

制
限

的

論
拠
と

し

て

利
用
さ

れ

る

で

あ

ろ

う
｡

か

れ

み

ず
か

ら

は
､

公

債
負
担
は

将

来
納
税
者
に

転

嫁
さ

れ

る

ゆ

え

に
､

公

債
収

入

を

財
源
と

し

て

現

在
の

公
共

経

費
が

過

度
に

拡
大
さ

れ

る

こ

と

を

警
戒

し
､

公

債
発

行
を

長
期
の

投
資
的
経

費
計
画
に

対

し
て

の

み

認

め
る
べ

き

で

あ

(

6
)

る

と

し

た
｡

こ

の

制
限
は

､

利
益

説
を

適
用

し
て

長

期
投
資
計

画

の

提
供
す

る

将
来
便
益
に

公

債
の

将
来
負
担
を

対

応
さ

せ
､

世

代

間
の

負
担

均
衡
を

計
る

と
い

う

倫
理

的

理

由
に

も
と
づ

く

よ

り

は

む
し

ろ
､

民

主

的

社

会
の

政

府
収

支

に

か

ん

す
る

集
団

的

決
定
の

経
済
的
効

率
性
を

高
め

る

た

め

で

あ
っ

た
｡

そ

の

決
定
に

参
加

す

る

個
人

は
､

将
来
の

租
税
な

ら

び

に

将
来
の

便
益
の

現

在
価
値

を

過

小

に

評

価
し
や

す
く

､

将
来
租
税
を
と

も
な

う
公

債
収

入

を

以

て

現

在
便
益

を

提
供
す
る

短

期
的

公

共

経

費
財
源
と

す
る

時
は

､

経

費
の

非
効
率
的

増
大
に

導
き

や

す
い

か

ら
で

あ

る
｡

の

み

な

ら

ず
､

投
資
的

経
費
を

公

債
収
入

と

結
び
つ

け
る

こ

と

ほ
､

そ

れ

を

鳴

ヤ

ー

.

叫
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血
叩

計

れ

租
税
と

結
び

つ

け

た

易
合
に

予

想
さ

れ

る

過

度
な

抑
制
作
用
を

免

れ

さ

せ
､

効

率
的
に

投
資
的

経

費
の

増
加
を

可
能
に

さ

せ

る

と

い

う

積
極
的

意
義
を

も

も
つ

の

で

あ
る

｡

(

1
)

J
.

声

出

喜
F
空
P

巴
}

-

き
P

買
Q

h
で
軋

喜
甘
訂
わ

○

ヽ

勺
～

邑
軋

Q

b
乱
へ

･

Q

や
Q

耳
}

匂

や

ピ
ー

N
･

(

2
)

旨
軋

早
七

p
･

い

い

-
£
･

(

3
)

ヽ

訂
乱
･

-

p

や

と
-
N

･

(

4
)

旨
邑
●

)

七

宇

治
､

笥
･

(

5
)

恕
昆
.

〉

勺

p
･

ヨ
ー
p

(

6
)

旨
邑
■

-

廿

9

-

訟
-
-
几

芦

四

ブ

キ

ャ

ナ

ン

公

債
論
に

た

い

す
る

反

響

ブ

キ

ャ

ナ

ン

は
､

支
配
的

公

債
論
者
に

よ
っ

て

卑
俗
な

､

誤
ま

(

1
)

れ

る

議
論
と

し
て

斥
け

ら

れ

て

き
た

古
典
派

公

債
論
を
い

っ

そ

う

精
敵
化

す
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

両

派
の

地

位
の

逆

転
を

目

指
し

た

の

で

あ

る
｡

か

れ

の

試
み

が

十

分
に

成
功
し

た

か

香
か

は

別
と

し

て
､

か

れ

の

著
書
が

､

と

く

に

公

債
負
担
の

将
来
転
嫁

性
に

つ

い

て

再

反

省
す
る

機
会
を

提
供
し

､

公

債
理

論
の

前
進
を

促
す
契
機

と

な
っ

た

こ

と

は

確
か

で

あ

る
｡

ま

ず
反

響
の

第
一

は
､

ブ

キ

ャ

ナ

ン

に

よ
っ

て

支

配

的
公

債
論

の

標
準
的
モ

デ
ル

と

し
■て

し
ば

し

ば

引

き

合
い

に

出
さ

れ

た

A

･･

(

2
)

P
･

ラ

ー

ナ

ー

か

ら

き

た
｡

ブ

キ

ャ

ナ

ン

の

書
評
に

お

い

て
､

か

れ

は
､

ブ

キ

ャ

ナ

ン

が

支

配
的

公

債
論
に

し

か

け

た

戦
い

は

藁
人

形
に

対

す
る

戦
い

で

あ

り
､

か

れ

の

攻

撃
は

､

論
争
相

手
が

述
べ

て

い

る

こ

と

に

似
て

非
な

る

も
の

に

対

す
る

攻
撃
で

あ
る

､

と

云

ヽ

ヽ

う
｡

そ

れ

は

何
故
か

｡

支
配
的
公

債
論
は

内

国

債
存
在
の

国
民

経

済
に

及

ぼ

す
効
果
を

問
題
と

し
て

い

る

の

に

対

し
､

ブ

キ

ャ

ナ

ン

み

ず
か

ら

は
､

過

去
の

債
務
発
生

時
に

ま
で

さ

か

の

ぼ

ら

せ
､

他

の

経
費
調

達
方

法
の

増
税
も

し

く

は

通

貨
創
造
と

対

比
し

た

借
入

の

納
税
者
に

及

ぼ

す

効
果
を

問
題
と

し
､

こ

の

よ

う
に

異
な
っ

た

分

析
方

法
か

ら

得
ら
れ

た

二

つ

の

結
論
を

､

同
じ

枠
に

押
し
こ

め

て

戦
わ

せ

よ

う
と

し
て

い

る

か

ら

で

あ

る
｡

す
な

わ

ち
､

ラ

ー

ナ

ー

は
､

内

国
債
の

現

に

存
在
す
る

こ

と

は
､

そ

の

内

国

債

保

有

者
､

納
税
者
と

も

に

同

じ

経
済
の

一

員
で

あ

る

か

ら
､

内
国
債
の

存
在
し

な
い

場
合
に

比
べ

て

経

済
を

貧
し

く

も

豊

か

に

も

し

な
い

と

論
じ
て

い

る

の

み

で

あ

る

の

に
､

ブ

キ

ャ

ナ

ン

は
､

内

国
債
を

起
こ

す
こ

と

は
､

そ

の

た

め

将
来
よ

り

高
い

租
税
を

支

払

わ

ね

ば

な

ら
ぬ

納
税
者
に

な
ん

ら
の

負
担
も

課
す
も

の

で

は

な
い

と
い

う

命
題
に

す
り

か

え
て

､

攻

撃
対

象
と

し

た
｡

そ

の

意
味
で

ブ

キ

ャ

ナ

ン

の

攻
撃
は

全

く

的

は

ず
れ

な
こ

と

を
､

ラ

ー

ナ

ー

は

強
調

す

る
｡

33 う
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ラ

ー

ナ

ー

の

こ

の

反

論
は

､

ブ

キ

ャ

ナ

ン

が

採
り

上

げ

て

い

る

(

3
)

か

れ

の

論
文
に

別
し
て

み

る

限

り
､

理

由
の

な

い

こ

と

で

は

な

い
｡

し
か

し
､

公

債
問
題
を

た

ん

に

既
存
公

債
の

元

利
支

払
の

問

題
に

限

定
せ

ず
､

公

共

経
費
財
源
と

し
て

の

公

債
発
行
を

考
え

る

時
､

そ

の

経

済
的

効
果
に

つ

い

て

ラ

ー

ナ

一

に

な
ん

の

説
明
も

な

(

4
)

か
っ

た
こ

と

も

確
か

で

あ
る

｡

こ

の

間
題
に

か

れ

は

別
な

論
文
で

答
え

た
｡

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

そ

の

中
で

か

れ

は
､

国
内
で

の

借
入

(
-

n
什

寛
コ

巴

ぎ
∃
○

ま
声
叩
)

に

よ
っ

て
､

現

代
経

済
全

体

と
い

う

意
味
で

の

現

世

代
か

ら

将
来

世

代
へ

実

質
負
担
を

転
嫁
す
る

こ

と

が

可
能
か

い

な
か

の

問
題
を

止

面
か

ら

採
り

上

げ
､

資
源
使
用

的
政

府
計
画
が

資
濠
を

必

要
と

す
る

の

は

そ

の

使
用

時
で

あ
っ

て
､

そ

の

前
で

も

後
で

も

な
い

が

ゆ

え

に
､

将
来
世

代
へ

の

転

嫁
は

政

治
家
の

皮

相
な

考
え

に

反

し

て

不

可

能
で

あ

る
､

と

明

言

し

た
｡

し
か

し
重

要
な
こ

と

は
､

か

れ

が
､

こ

の

借
入
に

よ

る

政

府
の

資
汝
使
用

計
画
の

機
会
費
用
の

内
容
ま
で

分

析
を

掘

り

下

げ
､

将
来
世

代
へ

の

負
担
転
嫁
の

可

能

性
を

認
め

た

こ

と
で

あ
る

｡

そ

れ

は
､

政

府

借
入
が

消
費
よ

り

は

国
内
投
資
の

減
少

を

も
た

ら

す
場
合
で

あ

る
｡

す
な
わ

ち
､

借
入

の

条

件
､

借
入

応
募
者
の

種
類
い

か

ん

に

よ
っ

て

借
入
に

よ

る

消

費
の

減
少
が

課
税
に

よ

る

場
合
の

そ

れ

よ

り

小
で

あ

り
､

そ

れ

だ

(

6
)

け

将
来
世
代

に

引

き
つ

ぐ

資
源
量
を

減
少

さ

せ

る

場
合
で

あ

る
｡

淵

課
税
が

消
費
削
減

作
用
を

比

較
的

多
く

も

つ

の

に

対

し

て
､

公

債

発

行
は

私
的

資
本
の

破

壊
作
用
を

よ

り

多
く
も
つ

こ

と

は
､

つ

と

に

ア

ダ
ム

･

ス

ミ

ス

に

よ

り

断
定

的
な

語

調
で

指
摘
さ

れ

た

こ

と

(

6
)

で

あ
る

が
､

ラ

ー

ナ

ー

は
､

借
入

な

ら
び

に

課
税
の

性
格
と

事
情

に

依
存
す
る

多
く
の

可

能
性
あ
る

中
で

､

借
入
の

投
資
抑
制
可

能

性
を

認
め

た

に

す
ぎ

な
い

｡

し

か

し
､

世

代
間
の

負
担
公

平
を

計

る

た

め
､

将
来
世

代
に

便
益
を

供
与

す
る

資
本

的
施
設

財
漁

に

公

債
発
行
を

主

張
す
る

議
論
が

満
た

さ

ね

ば

な

ら

な

い

前

提

要

件

を
､

か

れ

が

自
己
の

直

接
的
意
図
に

か

か

わ

り

な

く

国
民

経

済
的

観
点
か

ら

明
ら

か

に

し
て

い

る

こ

と

を

認
め

ね

ば

な

ら

な
い

｡

ブ

キ

ャ

ナ

ン

公

債
論
に

対

す
る

批
判
的
反

響
の

第
二

と

し
て

､

(

7
)

E
･

R
･

ロ

ル

フ

の

そ

れ

を

あ

げ
る

こ

と

が

で

き
る

｡

か

れ

の

批

判
点
は

二

つ

あ
っ

た
｡

第
一

は
､

ブ

キ

ャ

ナ

ン

の

将
来
転

嫁
性
の

証

明
は

間
接
法
に

よ

る

証

明
で

あ

る

こ

と
､

す
な
わ

ち
､

公

債
負

担
を

負
う
者
は

現

世

代
の

公

債
購
入

者
で

も

な

く
､

ま

た

現

世

代

の

納
税
者
で

も

な
い

ゆ

え

に
､

将
来
の

納
税
者
で

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

､

と

い

う
証

明
の

仕
方

を

し

て

い

る

こ

と

で

あ

る
｡

第
二

は
､

い

っ

そ

う

根
本

的
な

問
題
と

し
て

､

｢

公

債
の

主

要

実

質

負

担
+

(

召
-

ヨ
P
→

Ⅵ

→

邑
-

岩

邑
e

ロ

O
f

t

F
e

p

仁

g
｡

計
ど
)

と

云

う

鵬

ゼ

佃
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紬

書

←

時
の

｢

実

質
負
担
+

の

意
味
が

明
ら

か

で

な
い

､

と
い

う
こ

と

で

あ
っ

た
｡

そ

し
て

ロ

ル

フ

自
身
の

積
極
的
主

張
は

､

｢

実
質
負
担
+

を

政

府
目

的
の

た

め

使
用
さ

れ

る

資
源
の

価
値
と

解
釈
し

､

こ

の

意
味
の

実

質
負
担
は

､

財
源
調

達
法
の

い

か

ん

に

か

か

わ

ら

ず
､

資
渡
使

用
時
に

発
生

す
る

と
い

う
支
配
的

公

債
論
の

立

場
か

ら
一

歩
も

出
な

か
っ

た
｡

反
響
は

ブ

キ

ャ

ナ

ン

批
判
の

陣
営
か

ら
の

み

起
こ

っ

た

の

で

は

な
い

｡

ロ

ル

フ

の

批
判
に

答
え
つ

つ
､

ブ

キ

ャ

ナ

ン

擁
護
の

役
割

を

進
ん

で

引

受
け
る

論
文
が

､

W
･

G
･

ボ

ー

エ

ン

を

初
め

と

す

(

8
)

る

三

人
の

連
名
に

よ

っ

て

発
表
さ

れ

た
｡

か

れ

ら

は
ロ

ル

フ

の

批
判
を

念
頭
に

置
き

､

ま

ず
あ
る

世

代
に

と
っ

て

の

公

債
の

実
質
負
担
を

､

政

府
の

借
入

､

そ

れ

に

と
も

な

う

公

共

支
出
の

結
果
そ

の

世

代
が

生

涯
の

間
に

こ

う

む
る

私
的

消

費
の

削
減
と

定

義
し
た

｡

こ

の

よ

う
に

計

算
期
間
を

生

涯
に

と
っ

た

の

は
､

将
来
消
費
の

増
加
を

計
る

た

め

人
々

は

あ

る

時
点
の

消

費
を

見
合
わ

せ

る

こ

と
が

可
能
な
こ

と

を

考

慮

し

た

た

め

で

あ

り
､

ま
た

､

あ

る

特
定
時
点
に

お

い

て

見

合
わ
せ

た

消

費
量
を

あ

る

世

代
の

払
っ

た

稔
犠
牲
の

持
株
と
し

て

利
用
す
る

こ

と
は

､

人

を

誤

ら

せ

る

と

考
え

た

か

ら
で

あ
る

｡

か

か

る

定

義
ぶ

も

し

許
さ

れ
､

か

つ
､

公

債
発
行

時
そ

の

消

費
を

節

し

て

公

債
を

購

入

し

た
､

か

り
に

二
一

歳
の

着
か

ら
の

み

成
る

世

代

-
第

一

世

代
と

呼
ぷ

-
が

､

四

四

年
後
の

六

五

歳
に

な
っ

た

時
､

そ

の

所
有
公

債
の

す
べ

て

を
､

そ

の

時
二

一

歳
に

達
し
て

い

る

第
二

せ

代
に

売

り

渡
し

､

そ

の

売
却
額
を

隠
退
期
中
の

消

費
財
購
入
に

あ

て

る

も

の

と

す
れ

ば
､

第
一

世

代
の

生

涯
を

通
じ

て

の

消
費
量
は

公

債
購

入

に

よ
っ

て

減
少
す
る

こ

と

な

く
､

そ

れ

ゆ

え
い

か

な
る

公

債
負

担
を

も

負
わ

な
か
っ

た

こ

と

に

な
る

｡

し
か

る

に

も

し

第
二

世

代

の

生

存
期
間
中
に

政

府
が

経

常
支
出
を

上

廻
る

租
税
を

課
し
て

公

債
償
還
を

決
意
す
る

な

ら
ば

､

第
二

世

代

全

体

の

生

涯

消

費

量

は
､

公

債
償
還
な

き

場
合
に

比
べ

て

減
少
す
る

で

あ

ろ

う
｡

第
二

世
代
中
の

公

債
所
有
者
の

生

涯
消
費
は

変
り

な
い

が
､

納
税
者
の

そ

れ

は

減
少
を

強
い

ら

れ

る

か

ら
で

あ
る

｡

か

く
て

得
ら
れ

る

結

論
は

､

公

債
を

財
源
と

す
る

政

府
支

出
計

画
の

費
用
は

､

公

債
償

還

時
の

将
来
世

代
に

よ
っ

て

負
担
さ

れ

る

と
い

う
こ

と
■
で

あ

る
｡

大
胆
な

仮
定
の

下
で

は

あ

る

け

れ

ど

も
､

公

債
の

発
行

と

償
還

に

つ

い

て

考
察
し

た

限

り
で

は
､

さ

し

た

る

破

綻
な

く
ボ

ー

エ

ン

等
は

公

債
負
担
の

将
来
転
嫁
性
を

証
明

し

た

か

に

見
え
る

が
､

年

年
の

利
払
負
担
に

つ

い

て

は

取

扱
い

に

苦
慮
し

た

と

思
わ

れ

る
｡

か

れ

ら
の

説
明
に

よ

れ

ば
､

人
々

が

プ

ラ

ス

の

時
間
選

好
率
を

も

ち
､

将
来
消
費
よ

り
現

在
消
費
を

好
む
と

す
れ

ば
､

年
々

の

利
子

3 3 7
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は
､

消
費
の

将
来
延

期
に

対

す
る

補
償
に

す
ぎ

ず
､

生

返
消
費
の

現

在

価
値
を

増
加

す
る

こ

と

に

は

な

ら

な
い

｡

し
か

る

に
､

利
払

の

た

め

の

課

税
は

財
税
者
の

生

涯
消
費
減
少
の

原
因
と

な

る
｡

差

引
､

大

部
分

は

同

じ

世

代

間
で

受
け

渡
し

さ

れ

る

こ

の

利
子

支

払

は
､

そ

れ

が

継
続
き

れ

る

間
の

各
世

代
生

涯
消

費
の

現
在

価
値

を

減
じ

､

第
一

世

代
を

含
む
各

世

代

に

負
担
を

課
す
原
因
に

な
る

､

と

云

う
｡

こ

の

よ

う
に

ボ

ー

エ

ン

等
が

第
一

世

代

負
担
を

部
分

的
に

し
ろ

承

認
す
る

こ

と
は

､

さ

き

に

得
ら
れ

た
か

れ

ら
の

結
論
の

一

般
性

を

損
な

う
こ

と

に

な

ろ

う
｡

さ

ら
に

根
本

的
な
こ

と

は
､

か

れ

ら

の

仮
定
に

反

し
て

公
債

償
還
の

た

め
の

課
税
が

第
一

世

代
の

生

存

期
間
中
に

行
な

わ

れ

る

と

す
れ

ば
､

ま
た

､

そ

の

こ

と
が

な
か
っ

た

と

し
て

も
､

第
一

世

代
が

所

有
す
る

公

債
を

第
二

世
代
に

売
却

で

は

な

く

贈
与
す

る

と

す
れ

ば
､

将
来
世

代
転
嫁
は

全

く

起
こ

り

得
な
い

こ

と

に

な

る
｡

す
な
わ

ち
､

ポ

ー

エ

ン

等
の

結
論
は

､

政

府
の

償
還

意
思
な

ら

び

に

第
一

世

代
の

贈
与

意
思
に

よ
っ

て

そ

の

有
効
性
が

左

右
さ

れ

る

と
い

う

不
安

定
さ

か

ら

逃
れ

得
な
い

｡

そ

れ

ゆ
え

､

将
来
世

代
の

定

義
に

工

夫
を

加

え

た

か

れ

ら

の

立

論

が
､

そ

の

意
図

す
る

よ

う
に

ブ

キ
ャ

ナ
ン

公

債
論
の

補
強
に

役
立

っ

た

か

ど

う
か

疑
問
で

あ

る
｡

む
し

ろ

ボ

ー

エ

ン

等
が

第
一

世

代
か

ら

第
二

世

代
へ

の

公

債
贈

湖

与
の

可

能
性
を

み

と

め
､

そ

れ

と

公

債
負
担
の

将
来
転
嫁
性
と

を

結
び

つ

け

て

論
じ

た

点

は
､

公

債

発
行

1
投

資
(

消

費
)

減
少

l

負
担
の

将
来
(

現

在
)

帰
着
を

指
摘
し

た

さ

き

の

ラ

ー

ナ

ー

の

議

論
と

一

脈
通

ず
る

も
の

が

あ

る
｡

な

ぜ

な

ら
､

第
一

世
代
の

公

債

贈
与
は

､

そ

の

生

涯
消

費
を

み

ず
か

ら

減
少
さ

せ

る

こ

と

に

他

な

ら

な
い

か

ら
で

あ
る

｡

C
･

S
･

シ

ャ

ウ

プ

も

ま

た
､

将
来

世

代

の

福
祉
に

影

響
を

及
ぼ

す
ゆ

え
に

､

公

債
購
入
の

際
に

お

け
る

第

一

世

代
の

意
思

決
定
が

そ

の

消

費
削
減
に

向
う

か
､

あ
る

い

は

投

資

削
減
に

伺

う
か

を

重

視
し
た

｡

し
た

が
っ

て

か

れ

の

ブ

キ

ャ

ナ

ン

批
判
は

､

ブ

キ

ャ

ナ

ン

が

そ

の

こ

と

を

非
本

質
的

な

問
題
で

あ

る

と

素
通
り

し
､

政

府
へ

の

支

払
の

自

発
性

､

強
制
性
の

み

を

間

(

9
)

題
と

し
た

点
に

集
中

し

た
｡

(

1
)

ブ

キ

ャ

ナ

ン

に

よ

れ

ば
､

公

債
の

古

典

派

理

論
は

､

ス

､
､

､

ス

､

リ

カ

ー

ド
､

J
･

S

‥
､

､

ル

等
の

イ

ギ
リ

ス

古

典

派

経

済
学

者
に

よ

っ

て

与

え

ら

れ

ず
､

ル

ロ

ア

】

ポ

リ
ユ

ー

の

著

作

(

勺
P

已

｢
e

→

O

Y

出

面

2
ト
ー

ー

e

仁
〉

→
1

巴
t

か

n
b

-

P

S

2 .

e

ロ
O

e

〔

訂
の

句
i

ロ
P

ロ
O

e
∽

､

ご
F

e

d
･

}

-

苫
(

こ

の

中
に

も
っ

と

も

完

成
さ

れ

た

も
の

を

見

出

す

こ

と

が

で

き
る

､

と

云

う
｡

そ

し

て
､

そ

の

著

作
か

ら

長
文
の

引

用
を

行

な
っ

た

後
､

自
己

の

公

債

論
の

楷
髄

は

す
で

に

そ

の

中
に

含
ま
れ

て

お

り
､

か

れ

自

身
は

そ

れ

を

栴
緻

化

し

拡

張
し

た

に

す

ぎ

な
い

､

と

嶋

ゼ

叫
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紬

計

■
れ

述
べ

て

い

る
｡

し

か

し
､

か

れ
が

ル

ロ

ア

ー

ポ

リ
ユ

ー

の

著

作
の

重

要
さ

を

十

分

理

解

し
､

発
見

し

た
の

は
､

か

れ

自

身
の

支

配

的
公

債

論
批
判

が

ほ

と

ん

ど

完
成

段

階
に

達
し

て

い

た

時
で

あ
っ

た
｡

(

J
･

声

望
←

O

F

賀
賀
-

き
苧

u

守
き
岩

音
訂
叫

Q

ヽ

旨
監
訂

b

景
Q

や

邑
.

-

宅
+

○

00

-
〓

‥

こ

(

2
)

A
･

勺
･

冒
β

異

星
訂
w

O

岩
喜
F

呂
邑
岩
邑
訂

冒
苧

暑
-

e

…
Ⅰ

2
g
O

冒
享

旨
言
ご
､

旨

掌
邑

智
3
Q

当

季

A

唱
ロ

ー

漂
¢

)

勺
p
･

N

O

山

-
P

(

3
)

A
･

ロ

F
¢

⊇
e

l

l

き
2

ぎ
a
e

ロ

○

ご
F
①

欝
汁
-

○

邑
D
?

b
t

∴
､

旨
Q

Q

喜
)

玩

凛
ぎ
責
邑

§
乱

き
監
訂

き
N

首
こ

¢

義
-

写

N

設
-

N
り

山
.

(

4
)

A
･

勺
･

ト
e

⊇
e

l

l

き
e

冒
計
ロ

○

岩
e

革
占
邑
蔓
Q

､

昏
Q

宝
邑
Q
払

§
乱

聖

賢
邑
Q

h
)

呂
P
y

-

漂
-

〉

勺
p
･

こ
¢

-
-

芦

(

5
)

将
来

経

済
に

及
ぼ

す

投

資
の

生

産
力

上

昇
効

果

を

考

慮
せ

ず
個

人

的
立

場
か

ら

眺

め

る

ブ

キ

ャ

ナ

ン

の

場
合
は

､

同

じ

く

公

債
負
担

の

将
来
転

嫁
性
を

主

張
す
る

に

し
て

も
､

公

債
購
入

者
が

消

費
､

投

資
の

い

ず
れ

を

切
り

詰
め

る

か

は
､

負
担
の

落
着

点

決
定
に

無

関
係

で

あ
っ

た
｡

(

S
e

①
)

ぎ
○

ぎ
n

呂
〉

Q

や

邑
･

〉

や

∞

ヱ

(

6
)

A
･

ぎ
き

慧
各
計

Q

､

き
誉
莞
-

芳
年

罵
声

E
官
寛
叫

e

チ

や

∞

声
(

大

内
兵

衛
訳

『

国

富
論
田
』

五

〇

⊥
ペ

ー

ジ
)

(

7
)

甲

声

哲
-

軍
記
く

ぎ
1

0
f

ぎ

臣
β

邑
払

オ

害
打

▼

旨
笥
ナ

昌
声

昏
Q

喜
ヨ
訂

知
凡

息

琶
】

岩
p

3
F

-

設
¢

､

勺

p

+
∞

い

-
汁

(

8■
)

声

G
･

B
O

慧
n

､

戸

G
･

宮
古

邑
P

ロ

ぎ
耳

こ

→
F
e

ワ
ト

オ

已
○

ロ
e

ぎ
‥

A

申

弓
計
n

O

ロ

句

已

弓
e

G
2

ロ
e

ヨ
↑

t
-

○

ロ

ミ
ニ

ト

鳶
邑
S

哲
喜

邑
Q

昏
邑
∈

盲
じ

早
-

芸
ロ

も
や

冒

T
か

･

(

9
)

C
･

S
･

夢
○

卓
ニ

ロ
e

宮

句

訂

呂
O

F
的

呂
-

句

喜
一

蒜

㌘
n

?

邑
ぎ
P

払

∴
-

昏

…
邑
Q

旨
弓

邑
も
e

c

+
漂
N

も
や

∞

∞

T
∞

声

五

モ

デ
ィ

リ

ア

ニ

の

将
来
転
嫁
論

こ

こ

で

わ

れ

わ

れ

の

問
題
を

整
理

す
れ

ば
､

古

典
派
的

公

債
論

を

復
活
さ

せ

た

ブ

キ

ャ

ナ

ン

も
､

投
資
減
少
の

条
件
つ

き
で

は

あ

れ

支
配
的

公

債
論
の

流
れ

を

く

む
ラ

ー

ナ

ー

や

シ

ャ

ウ

プ

も
､

克

全
雇
用
経

済
と

個
人

の

公

債
購
入
を

前
提
し

た

場
合
に

は
､

公

債

負
担
の

将
来
転
嫁
可

能

性
を

認
め

る

こ

と

に

お

い

て

歩
み

寄
り

が

見
ら
れ

た

が
､

そ

の

負
担
の

内

容
に

つ

い

て

は

両

者
は

別
の

も
の

を

考
え
て

い

た
｡

こ

の

相

違
を

明

確
に

し
､

支
配
的

公

債
論
の

立

場
か

ら
の

将
来
転
嫁
論
を

い

っ

そ

う

発
展
さ

せ

た

重

要
な

文

献
と

(

1
)

し
て

F
･

モ

デ
ィ

リ

ア
ニ

の

論
文
を

あ

げ

た

い
｡

し
か

し
､

か

れ

の

論
文
の

中
に

目

新
し
い

原
理
の

定

立
を

期

待

し

て

は

な

ら

な

い
｡

か

れ

白
身
云

う
よ

う
に

､

論
文
の

力

点

は
一

群
の

原
理

を

提

示

す
る

こ

と

よ

り

も
､

そ

の

分
析
法
を

発
展
さ

せ

る

こ

と

に

置
か

れ

て

い

た

か

ら
で

あ

る
｡

そ

れ

に

も
か

か

わ

ら

ず
､

か

れ

の

論
文

が
､

今
後
の

公

債
論
発
展
の

た

め

の

貴
重

な

足
が

か

り

と

し
て

利

用
さ

れ

る

で

あ

ろ

う
こ

と

は

疑
な

い
｡

9

モ

デ
ィ

リ

ア

ニ

は

ま

ず
､

｢

閉
鎖
社

会
は

現

に

生

産

し

っ

っ

ぁ

33
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る

以

上
の

多
く
の

財
な

ら

び

に

サ

ー

ビ

ス

を

処
分

す
る

こ

と
は

で

き

な
い
+

と

い

う

理

由
か

ら

直
ち
に

公

債
負
担
の

非
将
来
転
嫁
性

を

引
き

出
す
見

解
の

誤

り
を

指
摘
し

た
｡

政

府
支

出
な

ら

び

に

そ

の

調

達
方

法
が

､

仙
将
来
利
用

可

能

な

天

然

資

蘇
､

切
技

術

知

識
､

佃
将
来
利
用

可

能
な

資
本
ス

ト

ッ

ク

の

い

ず
れ

か

に

影
響
を

与
え

る

か

ぎ

り
､

そ

れ

は

将
来
の

産
出
高
に

影
響
を

与
え

る

か

ら

で

あ

る
｡

た

と
え

ば
､

出
発

点

と

し

て

政

府

支

出
G

が

与

え

ら

れ
､

ま

た
､

完
全

雇

用

と

両

立

す
る

よ

う
に

租
税
r

と

利
子

率
γ

の

あ
る

組
合

せ

が

与

え

ら
れ

て

い

る

と

す
る

｡

さ

ら
に

､

ケ

イ

ン

ズ

流
分

析
に

お

い

て
一

般
に

仮
定

さ

れ

る

よ

う
に

､

消
費
C

は

租

税
に

反

応
す
る

が

利
子

率
に

は

反

応

し
な
い

と

す

る
｡

こ

れ

ら

の

仮
定
の

下
で

い

ま

政

府

支

出
が

亀

だ

け

増
加

し
､

租
税
は

コ

ン

ス

タ

ン

ト

に

と

め
お

か

れ

る

と

す
れ

ば
､

予

算
の

赤

字

は

丁

度

旨
‖

亀
だ

け

増
加
す

そ
こ

の

場
合

､

私

的
資
本

形

成

は

い

か

な

る

影
響
を

受
け
る

か
｡

イ

ン

フ

レ

ー

シ

ョ

ン

な

き

完
全

雇

用
が

維
持
さ

れ

る

も
の

と

す
れ

ば
､

邑
＋

旨
＋

已
=
○

で

な
け

れ

ば

な

ら
な
い

｡

仮

定
に

よ

り

租
税
は
コ

ン

ス

タ
ン

ト

で

あ

る

か

ら

丸

q

‖
｡

で

あ
る

｡

し

た

が
っ

て
､

旨
=

旨
=

よヽ

で

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

す

な
わ

ち
､

公

債
に

よ
っ

て

政

府

支

出
を

ま
か

な

う

結
果

は
､

(

適
切

な

金

融

政

策
の

助

け
に

よ
っ

て
)

そ

れ

に

び

と

し
い

額
の

資
本
形

成
減
少
に

な
ら

ね

ば

な

ら

な
い

｡

そ

し
て

､

か

か

る

私

的

細

資
本
ス

ト

γ

ク

の

減
少

は
､

所
得
の

流
れ

の

減
少
と
い

う
形
で

巌

3

(

2
)

済
全

般
に

負
担
を

課
す
こ

と
に

な
る

｡

右
の

モ

デ
ィ

リ

ア

ニ

の

分

析
に

よ
っ

て

得
ら
れ

た

結
果
は

､

負

担
の

将
来
転
嫁
を

み

と

め

る

点
で

古

典
派
の

結

論
と

一

致

す
る

け

れ

ど
も

､

そ

の

負
担
は

古
典
派
の

主

張
す

る

よ

う
に

後
代
の

者
が

利
払
の

た

め

課
税
さ

れ

る

こ

と

に

は

な

く
､

資
本
か

ら
の

所
得
を

失

な

う
こ

と
に

存
す
る

､

と
い

う
点
で

は

異
な

る
｡

私

的

資
本
の

限

界
生

産
性
を
〆

と

す
れ

ば
､

所
得
費
失

額
は

ユ
旨
)

に

よ
っ

て

示
さ

れ

る

で

あ

ろ

う
｡

し

か

し
､

政
府

借
入

が

競
争
的

資
本

市

場
に

お

い

て

な
さ

れ

る

と

す
れ

ば
､

そ

の

借
入

(

長

期
)

利

子

率

γ

を
〃

の

近

似
値
と

み

な

す
こ

と
が

で

き
､

利
払

費

ス

旨
)

は

社

会
の

年
所
得
喪

失
嶺

ユ
旨
)

を

近

似
的
に

表
わ

す
こ

と

に

な

ろ

ぅ
｡

と

す
れ

ば
､

負
担

測

定
基

準
を

わ

ざ

わ

ざ

所
得
費
失
額
に

選

ん

だ

意
味
が

実

質
的
に

消
滅
す
る

か

に

見
え

る
｡

こ

の

疑
問
に

対

し
モ

デ
ィ

リ

ア
ニ

は

次
の

よ

う
に

注
意
を

喚
起
す
る

｡

そ

れ

は
､

も

し

負
担
測
定

基

準
を

所
得
喪
失
額
に

求
め

る

な

ら
ば

､

租
税
に

ょ
っ

て

政

府
支
出
を

ま
か

な

う

ー
利
払
費
基
準
に

よ

れ

ば

将
来

世

代
の

負
担
皆

無

～
場
合
も

､

そ

の

租
税
に

私

的
貯
蓄

な

ら

び

に

資
本

形
成

阻
害
効
果
が

あ

る

限

り
､

将
来
世
代

に

負
典
を

課
す

瑠

璃
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と

考
え

ね

ば

な

ら

な
い

､

と

い

う
こ

と
で

あ
る

｡

単
純
化

し
て

た

と
え

ば
､

政
府

支

出
の

増
加
を

ま

か

な

う

租
税
に

よ
っ

て

可
処

分

所
得
が

そ

れ

と

同

額
だ

け

減
少

し
､

限

界
消
費
性
向
を
β

と

し
て

消
費
が

そ

の

た

め

b

軋

づ

=

乱
Q

だ

け

減
少

す
る

と

す
れ

ば
､

残

り

の

租
税
は

､

乱

月
叫

=
-

-

且

だ

け
の

貯
蓄
減
少
に

よ
っ

て

支

払

わ

れ

る

こ

と

に

な

る
｡

仮
定
に

よ

り

初

期
状

態
の

完
全

雇
用

を

イ

ン

フ

レ

ー

シ

ョ

ン

な

し
に

維
持
す
る

た

め
に

は
､

適
切

な
金

融
政

策

に

よ
っ

て

私

的
資
本
形
成
を

乱
屯

=

乱
→

だ

け

減
少
さ

せ

ね

ば

な

ら

な
い

｡

こ

れ

を

公

債
と

比

較
す
れ

ば
､

公

債
の

資
本

形
成
減
少

効
果
の

方

が
､

無

丁
乱
れ

=

乱
屯

だ

け

大
で

あ

る
｡

し

た

が
っ

て
､

帯

将

謎

仙

修

辞

(

且

封
潜
8

栄
藤

(

豆

筒
袖

慮

宮

-
埠
頭

(

0
)

帯
織

益

曽

-
宙
菜

が

計

政

府
の

借
入

利

率
γ

を
㍉

の

近

似
値
と

み

と

め
る

な

ら

ば
､

公

債

が

将
来
世

代
に

課
す

純
負
担

､

す
な

わ

ち
､

租
税
と

比

較
し

た

負

担
差
は

､

己
Q

で

は

な

く
､

1

Q

崇
叫

で

あ

り
､

古

典

派
の

云

う
ほ

ど

は

(

3
)

大
き

く
な
い

｡

エ

の

関

係
は

､

第
1

表
に

よ

っ

て

例
証
さ

れ

る
｡

以

上
の

モ

デ
ィ

リ

ア

ニ

の

明

快
な

分

析
は

､

古

典
派
の

将
来
転

嫁
論
と

､

支
配

的
公

債
論
か

ら

派

出
し

た

そ

れ

と
の

相

違
を

浮
き

彫

り
に

し

て

く

れ

た

が
､

か

れ

の

論
文
の

価
値
は
そ

の

こ

と

よ

り

む

し

ろ
､

マ

ク

ロ

的

観
点
か

ら

公

債
負
担
の

内

容
を

明

瞭
に

し
､

そ

の

将
来
転
嫁
性
を

論
証

し
た

こ

と

に

あ
る

｡

し
か

し
､

か

れ

は

そ

れ

だ

け
で

満
足
し

な
か

っ

た
｡

異
な

る

経

費
調

達
法
が

個

人

正

瀬
-

耕

A
●

昇
竜

部
将
舟

伊

q
不

巾

8

謎
祢
辞
8

栄
芸
巧
噛
付

増
単
守
熱

中
連

環
ヰ
＼
琴
泄

(

甜

ゆ
執
遍

-
ヰ

ふ

バ

8

槻

野
蒜

耕

地
叫

-

卜

d

豊
か
)

蟄

健
脚

如
､

(

-

)

浄

頚
部
仰

帆
岬

Q
(

N
)

N
､

0

0
0

N
}

0

0

0

N

b
0

0

い

0

0

(

Q
O

)

阜

0

0

(

Q
O

＋
丸

和
)

阜

0

0

(

Q
O

＋
丸

屯
)

山

声

茫

づ
(

u
)

い

0

0

山

0
0

ヰ

0

0

4
"

伊
"
}
¶

苛

金
丁

勺

(

干
･

づ
)

(

e

議

渦

q

(

き

＋
n

呵
)

(
Q

=
〇

.

や
)

(

望

〈 勺 Il
空 l 』

q 言
) ､

鵡

トー Ⅶ-

忘
斗

I b

3
桓

憩
′

茅
場

卦

憩
良

一

‖
ゝ
b
n
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ゎ

1
b
)

(

ゴ

一

品
)

ー

㍉
0

0

-

㍉
0

0

-
.

か

0

0

ー

一い

茎

(

〔
が

)

-
〉

L

岩
○

(

♪
)

-

ゝ

蓋

(

♪
-
Q

礼

Q
)

(

♭つ

も墓室岩室琶
Q
)

C

-

0

0

(

乱

Q
)

○

N

O

ニ

(

少
)

-

0

0

(

ゎ
○

-
乱

Q
)

-

か

○

(

払
0

-

邑
Q
)
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第 1 表 B ･ 代替的予算政策 の ｢ 負担+ 効果比 較

私的資本形成 に 及 ぼ す効果 l ｢ 負 担+予 算 政 策

γ
*

( d G )

γ
*

ぶ( d G )

γ
*
e( d G )

= - d G

= - ぶd C

= - e (g G

∫(あ) - ぺα) = ( ぶ
｡- d G) - ぶ

0

∫( e) - ぺα) = ( ぶ0 - ざd G) - ぶ
｡

∫( る) - ぺe) = ( ぶ｡ 一d G) - ( g ｡ - ∫d G )
= - ( 1 - β)d G

1 ･ 経費増加と公 債発
行の 結合効果

2 ･ 経費増加と増税 の

結合効果

3 ･ 公債発行 の 効果差

( 注) ∫(α) ほ状態 ( α) の 投資を示 す

味
財
産
に

及
ぼ

す
作
用

を

通

じ
て

家
計
の

将
来
の

消
費

･

貯
蓄
ビ

ヘ

イ

ビ

ヤ

一

に

い

か

な
る

影

響
を

与

え

る

か
､

す

な
わ

ち
､

マ

ク

ロ

的
負
担
が

消
費
者
家
計
に

た

い

し
て

は

ど

の

よ

う

な

具
体

的
な

形
で

及
ぶ

か
､

と
い

う
こ

と
に

ま

で

分

析
を

進
め

た
｡

か

く

て
､

こ

れ

ま
で

平
行
線
を

た

ど
っ

て

き

た

公

債
負
担
に

か

ん

す
る

マ

ク

ロ

理

論
と

､

､

､

タ

ロ

理

論
と
の

結
合
を

計
っ

た

こ

と

は
､

モ

デ
ィ

リ

ア
ニ

論

文
の

価
値
を

い

っ

そ

う

高
め

る

と

云

う
こ

と

が

で

き

よ

>

フ
○

か

れ

の

論
旨

を

要

約
す
れ

ば

次
の

ご

と

く
で

あ

る
｡

ま

ず
消
費
者
が

経
常
貯
蓄
に

よ

っ

て

正

味
財
産
を

増
加
さ

せ

る

の

は
､

将
来
の

消

費
資
金

に

充
て

胡
(

J

る

た

め

と

仮
定

し
､

子
孫
へ

の

贈

与

動
機
を

無

視

す
る

｡

す
な

わ

ち
､

終
生

平

均
消
費
性
向
を
1

と

す

る
｡

さ

ら

に

人

口

増

加

な

く
､

技
術

不

変
の

静
止

的
社
会
を

仮
定

し
､

資
本
ス

ト
ッ

ク

の

大

き

さ

を
一

定
と

す
る

｡

こ

の

社

会
に

お

い

て
､

公

債
に

よ

り

ま
か

な

わ

れ

る
一

回

限
り

の

政
府

経

費
増
加
が

あ
っ

た

場
合

､

絵
私

的
＼

､

.ノ

正

味
財
産
『

な
ら

び

純
私
的

資
本
に

ス

ト

γ

ク

g

へ

の

効

果
を

←l

図

に

よ

っ

て

み

て

み

よ

う
｡

第 1 国 公債 な ら び に 租税の 正 味財産 町

資本 且 に 及 ぼ す効果 ( 終 生 消 費 性 向 1 )

lアゝ

iニ言
‾ ■ ■

長刀竿
舌1 十ム

( a) 公 債

王o f l

モ㌢
一

一
一 一

■ ‾
‾

… ‾ 叫 ‾ ‾ ‾

耳
‾ ‾ ‾

一ヒ
ー

て
-

- -

二= = ニ = 甲 -
- - - - - - - - - - - -

1 4

S( d G)

町
,

Ⅳ

巧
(b) 租 税

い い i m e
王o f l

声

梱

哨
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紳

←

紆

A A

線
は
舶

な

き

場
合
の

正

味
財
産
を

示

し
､

静
止

的

社

会
の

純

貯
蓄
ゼ

ロ

の

仮

定
に

よ

り

横
軸
に

平
行
で

あ

る
｡

初
期
に

公

債
が

な
か

っ

た

と

す
れ

ば
､

『

と
且

は
一

致
す
る

｡

政

府

経

費
の

増
加

が

払

か

ら
ら

ま

で

の

時
期
に

起
こ

り
､

資
本
維

持
に

あ
て

ら
れ

る

ぺ

き

粗

貯
蓄
の
一

部
に

よ
っ

て

そ

れ

が

ま

か

な

わ

れ

る

と

す

れ

ば
､

そ

の

間
に

且

は

実

線
で

示

さ

れ

て

い

る

ご

と

く

低
下

す
る

｡

し

か

し

消
費
者
の

バ

ラ

ン

ス

･

シ

ー

ト

に

お

い

て

は
､

そ

の

g

の

低
下
は
∬

の

政

府
公

債
に

よ
っ

て

相

殺
さ

れ

る

た

め
､

『

の

水

準

は

初
め

と

変
ら

な
い

｡

最
終
結
果
と

し

て
､

『

と

g

の

間
に

乱

屯

=

乱

b

の

く
さ

び

が

打
込

ま

れ

る

こ

と

に

よ
っ

て
､

政

府
経

費
の

全

費
用

は
､

必

だ

け
の

私

的
資
本

減
少

な
ら

び

に

ユ
亀
)

だ

け
の

可
処
分
所
得
減
少
と
い

う
形
で

､

h

期
以

後
の

人
々

に

よ
っ

て

負

担
さ

れ

る
｡

も
し

→

√
→

と

す
れ

ば
､

課
税
前
所
得
に

は

影
響
な

く
､

可

処
分

所
得
の

低
下
は

利
払
の

た

め

課
さ

れ

る

租
税
額
に

び

(

4
)

と

し
い

｡

帥

図
は

､

舶

の

全

額
が

租
税
で

ま

か

な

わ

れ

る

場
合
を

説
明

す

る
｡

す
な

わ

ち
､

砧

と
h

の

間
に

徴
収
さ

れ

る

租
税
の

衝
撃
的

効

果
は

､

消
費
を
戚

だ

け
､

貯
蓄

な

ら
び

に

私

的
資
本
ス

ト

ッ

ク

g

を
戚

だ

け

減
少
さ

せ

る
｡

g

の

低
下
は

前
述
の

ご

と

く
ゎ

期
以

後

の

人
々

に

負
担
の

一

部
を

載
嫁
す
る

｡

し
か

し
こ

の

場
合
の

転

嫁

は

図
の

よ

う
に

『

し

た

が

っ

て

g

が

漸
次

課

税
前
の

水

準
に

復
帰

す
る

ゆ
え

､

一

時
的
で

あ

る
｡

な
ぜ

な

ら
､

納
税
者
は

終
生

可

処

分

所
得
の

減
少
必

だ

け

終

生

消
費
の

減
少
を

強
い

ら

れ
､

ら

期
以

後
の

残
さ

れ

た

生

存
期
間
に

お

い

て
､

g

の

減
少

に

相

当

す
る

戚

だ

け
､

課
税
の

な
か
っ

た

場
合
よ

り

も

消

費
を

減
少

し
､

貯
蓄
率

を

高
め

ね

ば

な

ら

な
い

か

ら
で

あ

る
｡

第
二

に
､

そ

の

転
嫁
さ

れ

る

負
担
は

､

砧

と
ら

期
の

間
に

課

税
さ

れ

た

者
の

み

に

よ
っ

て

引

受
け

ら
れ

る
｡

な

ぜ

な

ら
､

h

期
以

後
に

登

場
す
る

人
々

の

可

処

分

所
得
な

ら
び

に

正

味
財
産
は

な
ん

ら
の

影
響
も

受
け

な
い

か

ら

(

6
)

で

あ

る
｡

帥

図

に

破

線
で

示

し
た
が

は
､

政

府
経

費
の

す
べ

て

が

資
本
ス

ト

ッ

ク

の

増
加
に

向

け
ら

れ

た

場
合
の

､

政

府
所
有
な

ら

び

に

私

的
所
有
資
本
ス

ト
ア

ク

の

合
計
を

示

す
｡

か

か

る

資
本
支

出
的
政

府
経

費
が

公

債
に

よ
っ

て

ま
か

な

わ

れ

る

な

ら
､

針

は

叫

囲

の

『

と

全
く
重

な

る
｡

租
税
に

よ

る

場
合
の

㌘

の

動
き

は
帥

図
の

ご

と

く

な

り
､

課
税
さ

れ

た

世

代
の

費
用

負
担
に

よ
っ

て

ら

期
以

後
の

(

6
)

人
々

に

永

久

的
な

利
益

が

与

え

ら

れ

る

こ

と

に

な

る
｡

(

1
)

句
.

呂
｡

d
-

嘗
甲
ロ
ー

､

｡

r
U

ロ

甲

2
β

1

2
旦

-

○
む

己
○

日
払

O
f

A
-

t

e

?

ロ
P
t

-

く
①

句

訂
の

巴

勺
○
-

-

2 .

e
功

P

n

P

叶

F
e

出
仁
→

P
e

ロ

○
什

t

F
e

Z
p
t
i

O

ロ
･

巴

口
爪

音
t

∴
-

哲
爪

S
O

邑
Q

√

訂
ミ

一

芸
㌣

U
①

p

-

謡
-

)

吋

や

ご
0

-
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N

い

ぃ

(

2
)

､
ひ
叫

斡
-

や

ご
∞

.

(

3
)

ト

ひ
叫

今

ゃ

ヨ
ー

.

(

4
)

､

g

チ

胃
一

ご
山

-
ヰ

.

(

5
)

≧
邑
.

}

p

p
.

ヨ
ネ

-
か

.

(

6
)

≧
己
.〉

p
.

ヨ
N

.

六

む

す

び

モ

デ
ィ

リ

ア
ニ

の

分

析
を

現

実

問
題
に

適
用

す
る

に

ほ
､

現

実

に

い

っ

そ

う

則
し
た

仮

定
に

置

き

換
え

た

再

吟

味
が

必

要
で

あ

ろ

ぅ
が

､

完
全

雇

用

下
の

公

債
発
行
に

よ

る

政

府

経

費
の

費
用

は
､

私
的

資
本
ス

ト

ッ

ク

の

減

少

に

よ

る

産
出
高
減
少

と

い

う

形
で

将

来
世

代
に

よ
っ

て

負
担
さ

れ

る

と
い

う

結
論
の

正

し
さ

に

は

影

響

が

な
い

｡

た

だ

将
来
世

代
の

資
産
所
得
者

､

労
働
所
得
者
の

い

ず

れ

が

よ

り

多
く

そ

の

負
担
を

こ

う
む

る

か

と
い

う

所
得
種
類
聞
の

負
担
関
係
ま
で

分

析
を

進
め

る

と

す
れ

ば
､

そ

の

私

的

資
本
の

減

少

が

そ

れ

ら
の

所
得
種

類
に

及
ぼ

す
影
響
を

み

な

け

れ

ば

な

ら
ぬ

し
､

ま

た
､

ブ

キ

ャ

ナ

ン

が

焦

点

を

合
わ

せ

た

利
払

な

ら

び

に

償

還
の

た

め
の

租
税

負
担
の

所
得
種
類
間
配
分

を

無

視

し

得
な

く
な

る

で

あ

ろ

う
｡

そ
れ

は
い

ま

問
わ

ず
､

公

債
負
担
の

将
来
転
嫁
性
に

限
っ

て

そ

の

財
政

政

策
的
意
義
を

考
え
れ

ば
､

世
代

間
の

負
担
公

平
を

計
る

た
め

に

は
､

資
本
支
出
的

経
費
の

み

に

公

債
収

入

を

充
て

る
ぺ

き

で

あ

る
､

と
い

う
こ

と
に

な

ろ

う
｡

も

し

経

常
的

経
費
の

財
務
不

足
を

補
う
た

め

公

債
が

現

に

発
行
さ

れ

て

い

る

な

ら

ば
､

そ

の

原

理

は
､

経
費
削
減
ま

た

は

増
税
の

方

向
を

指

示

す
る

で

あ

ろ

う

し
､

逆
に

資
本

支
出
的

経

費
に

租
税
収
入

が

充
て

ら

れ

て

い

る

と

す
れ

ば
､

減

税
あ

る

い

は

資
本

支
出
的
経

費
増
加
の

た

め
の

公

債

発
行
を

正

当
化

す

る

で

あ

ろ

う
｡

し

か

し
､

こ

こ

で

強
調
し

て

お

か

ね

ば

な

ら
ぬ

こ

と
は

､

公

債
負
担
の

将
来
転

嫁
を

主

張
す
る

論

者
の

考
え
て

い

る

公

債
は

､

個
人
に

よ
っ

て

自

発

的
に

購
入
さ

れ

る

公

債
で

あ

り
､

た

と

え

私

的
金

融
機
関
に

よ

る

引

受
で

あ
っ

て

も

隠
さ

れ

た

通

貨
創
出
と

な
る

よ

う
な

公

債
発

行
か

ら

は
､

厳
に

区

別
さ

れ

て

い

る

こ

と

で

あ

る
｡

こ

の

建

前

が

破

ら

れ

る

な

ら

ば
､

前
述
の

世

代

間

負
担

公

平
を

理

由
と

し

た

公

債
発

行
論
は

根

拠
を

失

う
｡

(

一

九

六

五
･

五

二
二

〇
)

(

一

橋
大

学

教

授
)
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