
山

■

牡

『

国
富
論
』

第
五

篇
に

お

け
る

国

家
財
政
把
握
に
つ

い

て

( 8 9 ) 研 究 ノ
ー

ト

和

田

重

司

-

は

し

が

き

経
済
学
の

な
か

で
､

国
家

財
政
が

ど
の

よ

う
に

取
扱
わ

る
ぺ

き
か

と
い

シ
問
題
に

つ

い

て
､

マ

ル

ク

ス

の

経
済
学
批
判
体

系
プ

ラ
ン

論
争
と

相
呼

応
し

て
､

最
近

宇
佐

美
･

島
両
教
授
と

武
田

教
授
と

の

問
で

論
争
が

あ
っ

(

1
)

た
｡

そ
の

結
論
的
論
点
は

､

宇
佐
美

･

島
両
教
授
が

､

国
家
論
あ

る

い

は

と

く
に

国
家
権
力
の

物
的
基
礎
を

取
扱
う

財
政
学
は

､

経
済
学
の

中
に

含

ま

る
ぺ

き

だ

と
い

う
立
場
を

と
っ

て

お

ら
れ

る

の

に

対

し
て

､

武
田

教
授

は
､

国
家
政
策

一

般
し
た

が

っ

て

財
政
も

｢

原
理

論
+

の

範
囲
外
に

あ

る

と

さ

れ

る

点
に

あ
る

｡

周

知
の

よ

う
に

ス
､

､

､

ス

は

｢

国
富
論
+

第
三

篇
以

降
で

､

国
家
と

経
済
と
の

相
互

作
用
を

理

論
的

･

歴
史
的
に

分
析
し
､

批

判
し
､

あ

わ

せ
て

み

ず
か

ら
の

政

策
論
を

展
開
し
て

い

る
｡

当
然
な

が

ら

こ

の

壮
大
な
ス

､
､

､

ス

経
済
学
の

体
系
に

対

す
る

右
の

三

教
授
の

評
価
も

､

い

ち

じ
る

し

く
対

照

的
で

あ

る
｡

宇
佐

美
･

島
教

授
に

よ

れ

ば
､

｢

国

富

(

2
)

論
+

は

財
政

学
の

社
会
科
学
的
に

正

し
い

取
扱
い

方
を

示

す
一

典
型
で

あ

(

3
)

り
､

そ

れ

に

い

た

る

道
標
で

あ

る

が
､

武
田

教

授
に

よ

れ

ば
､

そ

れ

は

経

(

4
)

済
学
の

未
分

化
､

未
熟
さ
を

示

す
も

の

で

し

か

な
い

｡

私
の

こ

の

小

論
は

右
の

論
争
点
に

ス
､

､

､

ス

｢

国
富
論
+

第
五

篇
を

中
心

と

し
た

学
説
史
的
研
究
を

介
し
て

迂
回

的
に

接
近

し
､

主
に

武
田

教
授
の

ス
､

､

､

ス

評
価
を

ス
､

､

､

ス

理

解
の

範
囲
内
で

検
討
し

て

み

ょ

う
と

す
る

も

の

で
あ

る
｡

け

だ

し
､

教
授
は

､

ぺ

テ
ィ

か

ら
リ

カ

ー

ド
へ

の

古
典
派
経
済

学
の

発
展
を

概
観
さ

れ
､

こ

の

過
程
で

｢

経
済
学
が

科
学
と

し
て

の

性
格

を

確
立

す
れ

ば

す
る

ほ

ど

…

…

他
の

､

政
治
問
題
な
い

し

財
政
問
題
を

直

接
そ
の

論
議
の

対

象
と

し
､

多
か

れ

少
な
か

れ
､

具
体
的

･

実
践
的
提
言

を

す
る

と
い

う
面
は

､

し

だ
い

に

清

算
さ
れ

て

ゆ
き

､

影
を

び

そ

め
て

い

っ

た
+

こ

と

を

確
認
さ

れ
､

こ

の

こ

と
か

ら

｢

ス

ミ

ス

は

も

ち

ろ

ん
､

リ

カ

ー

ド

経
済
学
に

お

い

て

も
､

財
政
な
い

し

租
税
に

関
す
る

問
題
が

､

あ

の

よ

う

な

形
で

な
お

い

ま
だ

論
議
さ

れ

て

い

る

と
い

う
こ

と

は
､

か

え
っ

て

彼
等
の

経
済
学
に

な
お

そ

れ

だ

け
､

科
学
と

し
て

未
熟
な

点
が

あ

り
､

科
学
と

し

て

限
ら

れ

た

面
が

あ

る
+

と
い

う

評

価

を

示

し

て

お

ら

れ

る

(

5
)

が
､

こ

う
し

た

見
解
に

対

し
て

は
､

ス

ミ

ス

評
価
に

関
し
て

も
､

あ

る

い

は
一

般
に

経
済
学
の

構
想
に

関
し
て

も
､

大
き

な

疑

問
を

感
じ
ざ

る

を

え

(

6
)

な
い

か

ら
で

あ

る
｡

さ

て
､

｢

国
富
論
+

で

は
､

ま

ず
個
別
資
本
の

運
動
に

即

し

て

富
の

直

接
的
生

産
と

そ

の

詔

階
級

へ

の

分
配
の

機

構
が

解
明

さ

れ

(

第
一

･

二

篇
)

､

こ

の

基
礎
的
理

論
(

教

授
の

い

わ
れ

る

｢

本

来
の

意

味

に

お

け
る

(

7
)

経

済

理

論
+

)

に

立

脚
し

て

国
家
を

主
体
と

す
る

財
政
が

検

討
さ

れ

て

い

O
U

る

(

第
五

篇
)

｡

あ

と
で

述
べ

る

よ

う

に
､

そ
の

間
に

は

お

の

ず
と

分
析

何
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視
角
の

相
異
が

あ

り
､

こ

れ

は

第
一

二
一

篇
で

明
ら
か

に

さ

れ

た

諸
範
噂

と

第
五

篇
の

諸
範
疇
の

相
異
の

中
に

反
映
し
て

い

る
が

､

そ

の

場
合

､

ス

ミ

ス

経
済
学
に

お

け
る

国
家
財
政

把
握
が

ど
の

程
度
ま

で

科
学
的
評
価
に

耐
え

う
る

か

と
い

う
問
題
は

､

右
の

諸

範
疇
間
に

ど
の

よ

う
な

関
連
が

見

出
さ

れ

る

か

に

か

か
っ

て

い

る
､

と

考
え

ら

れ

る
｡

本
稿
の

主
眼
は

､

こ

う
し
た

諸
範
疇
間
の

論
理

的
関
連
を

検
討
し

､

そ
こ

に

も

ら

れ

た

理

論
的

内
容
を

確
定
す
る

こ

と

に

お

か

れ

る
｡

(

l
)

武
田

隆
夫

｢

マ

ル

ク

ス

主

義
経

済
学
と

財
政

学
+

(
｢

マ

ル

ク

ス

経

済

学
の

研

究
+

所
収
)

を

参
照

｡

(

2
)

宇
佐

美

誠

次

郎

｢

財

政

学
の

独

自

性
に

つ

い

て
+

経

済

志

林
､

第
十

七

巻
､

一

二
一

号
､

四

五

頁
｡

(

3
)

島
恭

彦
｢

財
政

学
原

理
+

七

頁
参

照
｡

(

4
)

(

5
)

武

田

隆
夫

､

前

掲

論
文

､

二

四

七

-
八

頁
参

照
｡

(

6
)

教

授
に

よ

れ

ば
､

｢

『

資
本

論
』

に

お

い

て
､

…

…

租

税
に

関

す

る

論
議

が
､

も

は

や

清

算
さ

れ
､

消
滅

し

て

い

る
+

の

は
､

一

方
に

お

い

て

は
､

租
税
の

問
題
が

､

商
品
に

は

じ

ま
っ

て

諸

階

巌
に

終
る

論
理

展

開
の

｢

過

程
の

な

か

の

『

必

要
な

中

間

項
』

で

も

な

け

れ

ば
､

ま

た
こ

の

過

程

を

『

諸

階

級
』

で

と

ど

め

ず
に

さ

ら

に

論
理

的

に

展
開

し
て

ゆ

け

ば

当

然

縫

着
す

る

と
い

う

問
題
で

も

な
い

か

ら
で

あ

る
｡

そ

し

て
､

ま

た
､

他

方
に

お

い

て

は
､

マ

ル

ク

ス

に

と
っ

て

は

…

…

課

税
に

ょ

る

分

配

関

係
の

変

更

は
､

一

応

捨

象
し

て

考

え

る

こ

と
が

､

か

え
っ

て

必

要
で

さ

え

あ
っ

た
か

ら

で

あ

る
｡

+

(

同

右
､

二

五

八

-
九

頁
)

｢

資
本
論
+

に

関

す

る

右

の

見

解

は
､

と

り

も

な

お

さ

ず
､

. 一

般
に

｢

資
本
主

義
の

内

的

構

造

を

解

明

す
る

と

こ

ろ

の
､

本

来
の

意
味
に

お

け

る

経

済
理

論
+

(

同

右
､

二

六

九

頁
)

か

和月
じ

ら
､

財
政

論
を

｢

清

算
+

す
べ

き
で

あ

る

と
い

う

教

授
の

経

済

学
の

構

想
の

論

拠
に

な
っ

て

い

る

よ

う
に

理

解
さ

れ

る
｡

私
の

こ

の

小

論

で

の

試
み

は
､

言

葉
を

換

え

て

表

現

す
る

と
､

｢

資
本

制

社

会
の

内

的

構

造
+

の

解

明
は

｢

諸

階

級
+

の

把

握
で

終
る

も

の

だ

ろ

う
か

と

い

う
疑
問

､

あ

る

い

は

そ

れ

以

上

の

理

論
の

展
開

は

論
理

的

矛

盾
に

縫

着
せ

ざ

る

を

得

な
い

も
の

だ

ろ

う
か

と
い

う
疑
問
を

､

ス

ミ

ス

に

立

ち

帰
っ

て

検

討

し

て

み

ょ

う

と

す
る

も

の

で

あ

る
｡

(

7
)

同

右
､

二

六

九

頁
｡

こ

国
家
の

経
済
的
基
礎

本
論
文
の

主
旨
に

そ
っ

て

第
一

に

取
上

げ

ね

ば

な

ら

な
い

の

は
､

市
民

社
会
の

中
で

国
家
が

ど
の

よ

う
に

基
礎
づ

け

ら

れ
て

い

る

か

と
い

う
点
で

あ

ろ

う
｡

こ

れ

は
ス

､

､

､

ス

の

国
家
本
質
観
を

表
明
す
る

も
の

で

あ
る

｡

周
知
の

よ

う
に

ス
､

､

､

ス

は
､

政
府
の

必

然
性
を

､

経
済
の

発
展

､

生

産

力
の

発
展

､

貧
富
の

格
差
の

増
大

､

財
産
と

不

平
等
に

よ
っ

て

基
礎
づ

け

て

い

る
｡

ま

た

政
府
の

可
能
性
を

も

経
済
的
原
理
に

よ
っ

て

基
礎
づ

け
て

(

1
)

い

る
｡

｢

国
富
論
+

で

第
一

篇
の

分
析
が

国
家
財
政

論
に

先
だ
っ

て

行
な

わ
れ

な

け
れ

ば

な
ら

な

か

っ

た
の

は
､

右
の

よ

う
な

経
済
の

政

治
規
定
的

な

関
係
に

よ

る

も
の

で

あ

ろ

う
｡

財
産
の

対

立

関
係
か

ら
生

ず
る

対

立

関

係
は

､

た
ん

に

国
家
権
力
に

よ
っ

て

秩
序
を

も

た

ら
さ

れ

う
る

の

で

は

な

く
､

同
時
に

こ

の

秩
序
は

､

経
済
的
な

権
威
と

服
従
の

関
係
に

よ
っ

て

支

え

ら

れ

て

い

る

と
ス

ミ

ス

は

考
え
て

い

る
｡

と
こ

ろ

で

そ
の

さ
い

注
意
を

ひ

か

れ

る

の

は
､

国

家
の

経

済

的

基

礎

叫

1吋
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叫

､

絆

軒

が
､

資
本
だ

け
で

も

な

く
､

大
財
産
だ

け

で

も

な

く
､

び

と

ま

ず
財
産

一

ヽ

ヽ

ヽ

般
と

さ

れ
て

い

る

点
で

あ

る
｡

｢

か

く

し

て

政

府

は
:

=

:

少
し

も

財
産
を

(

2
ノ

も

た

ぬ

も
の

に

対

す
る

何
程
か

財
産
を

も
つ

も

の

の

防

衛
で

あ

る
｡

+

と

こ

ろ

で

こ

の

財
産
な
る

範
疇
に

は
､

第
一

･

二

篇
で

解

明
さ

れ

た

資
本
と

(

3
)

土
地

所
有

､

固
定
資
本
と

流
動
資
本
な

ど

が
一

様
に

含
ま

れ

て

お

り
､

し

た

が
っ

て

そ
の

範
噂
的
区

別
は

ひ

と

ま

ず
消
滅
し
て

い

る
｡

つ

ま

り

国
家

を

経
済
的
に

基
礎
づ

け

た

と
い

っ

て

も
､

ス
､

､

､

ス

は

第
一

･

二

篇
独

白
の

範
疇
で

直
接
基
礎
づ

け

た

わ

け

で

は

な

く
､

そ
の

区

別
を

琴
へ

い

す
る

よ

う
な

総
括
的
範
疇
に

よ
っ

て

基
礎
づ

け

て

い

る
の

で

あ

り
､

か

え
っ

て

第

一

二
一

策
で

の

前
提
事
項
た

る

財
産

(

権
の

保
全
)

に

よ
っ

て

基
礎
づ

け

て

い

る
の

で

あ
る

｡

こ

の

事
情
は

､

こ

こ

で

は

た

だ

指
摘
す
る

に

と

ど

め

た
い

｡

(

l
)

以

上
の

点
に

つ

い

て

は

高
島
善
哉

｢

ス

ミ

ス

国
富

論
講
義
+

第

五

分

冊
一

〇

-
二

頁
参

照
｡

(

2
)

A
.

∽

ロ
}

t

F

㌔
→
F
2

W
e

已

臣
O
h

Z

邑
O

n
り

∴
､

C

呂
β

p

β
-

払

e

チ

一

望
P

や

か

ざ

大

内

兵
衛
訳

｢

国

富
論
+

第

四

分

冊
､

五

〇

頁
｡

ポ

ゼ

ア
シ

ヨ

ソ

ス

ト

ア

タ

(

3
)

｢

財

産
に

は

三

つ

の

種
繋
が

あ
っ

て
､

そ

れ

は

土

地
､

資
材

､

貨
幣
で

あ

る
｡

+

(

｢

グ

ラ

ス

ゴ

ー

大

学

講
義
+

高
島

善

哉
､

水

田

洋

訳
､

四
三

二

頁
)

三

租

税

論

と
こ

ろ
で

､

ス
､

､

､

ス

が

租
税
と

そ

の

転
嫁
の

過

程
を

理

論
的
に

分
析
し

て

い

る

限
り

で

ほ
､

ス

ミ

ス

ほ

直
感
に

第
一

欝
虜
六

-
十

〓
早
の

価
凝

論
･

分
配

論
に

立

脚
し
て

い

る
｡

第
一

欝
で

は

｢

自
然
価
格
+

の

分
析
を

タ

γ

タ

ス

･

プ

ラ

通
し

て

富
の

自
然
的
分
配
が

論
じ

ら
れ

た

が
､

第
五

篇
で

は

｢

税
つ

き

価

イ

ス

(

1
)

椅
+

の

も

と

で

の

富
の

分
配
の

よ

り
一

層
複
雑
な

姿
が

論
じ

ら

れ
る

｡

こ

の

意
味
で

武
田

教
授
が

リ

カ

ー

ド

に

つ

い

て

い

わ

れ

る

と

同
じ

ょ

う
に

､

ス

ミ

ス

に

お

い

て

も

租
税
論
は

経
済
学
の

中
に

解
消
さ

れ

て

し

ま
っ

て

い

(

2
)

る
の

で

あ

り
､

そ

れ

ゆ

え
､

租
税
転
嫁
論
は

経
済
理

論
以

外
の

な

に

も
の

(

a
)

で

も

な
い

｡

ま
た

､

す
で

に

知
ら

れ

て

い

る
よ

う
に

､

右
の

分
析
で

ス

ミ

ス

が
つ

か

み

だ
そ

う
と
し

七
い

る

の

は
､

租
税
徴
収
が

分
配
関
係
の

擾
乱

を

通
し
て

資
本
蓄
積
に

対
し

て

ど
の

よ

う
に

影
響
し
て

い

る

か
､

と
い

う

こ

と

で

あ
っ

た
｡

こ

れ

は

ス

ミ

ス

本
来
の

関
心

事
で

あ

り
､

ス

ミ

ス

の

国

家
批
判
(

し

た

が
っ

て

ス

ミ

ス

政

策
論
)

も
こ

の

具
体
的
な

理

論
的
検
討

(

4
)

に

立

脚
し

て

い

る

さ

て
､

こ

こ

で

注
意
し

な

け
れ

ば

な
ら

な
い

点
は

､

第
一

篇
の

理

論
的

分
析
を

基
礎
に

し

て
､

分
配
論
お

よ

び

資
本
蓄
積
論
と
い

う
第

一

ニ
ー

篇

の

経
済
理

論
的
主
題
を

よ

り
一

層
具
体
的
に

展
開
し

て

い

る

と
い

う
点
で

あ

り
､

同
時
に

そ

の

さ
い

､

第
一

籍
の

基
本
的
諸
範
疇
の

区

別
を
ぬ

り
つ

ぶ

す
よ

う
な

稔
括
的
範
疇
が

使
わ

れ
て

い

る

点
で

あ

る
｡

前
節
で

み

た

財

産
な

る

範
疇
も
そ

う
で

あ
っ

た
｡

第
一

欝
で

は

社

会
は

資

本
家

､

労
働

者
､

地

主
の

三

大
階
級
に

分
析
さ

れ

た
｡

第
五

篇
で

の

税
目
分
類
が

､

地

代

税
､

利
潤
税

､

貸
金
税
を

中
軸
に

し

て

い

る

の

は
､

第
一

篇
の

分
析
に

直
接
立
脚
し
て

い

る
｡

だ

が

第
五

窟
で

は

そ
の

他

に

ス

ミ

ス

は

第
四

項

｢

各
収
入
へ

の

無
差
別
課
税
を

目
的
と

す
る

税
+

と
い

う
一

項
を
つ

け

加

え

て

お

り
､

ま

た

消
費
者
と
い

う
包
括
的
な

把
握
が

み

ら
れ

､

消
費
者
は

ィ

⊥

地

主
階
戯
と

な

ら

ん

で

ほ

と

ん

ど

す
べ

て

の

税
の

最
終
負
適
者
と

さ

れ

て

即
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い

る
｡

消
費
者
負
担
と

は
､

利

曙

地

代
､

貸
金
の

三

大
収
入

に

…
そ

れ

ぞ
れ

程
度
の

差
は

あ

れ

1
:

税
金
が

か

か

る

こ

と

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
｡

第
一

篇
で

は
､

純
剰
余
と

し
て

担
税
能
力
を

も
つ

地

代
を

別
と

す
れ

ば
､

自
然
貸
金
と

は

労
働
者
家
族
の

必

要
生

活
費
の

こ

と

で

あ

り
､

自
然

利
潤
と

は

事
業
の

長
期
的
運
営
に

不

可
欠
な

資
本
家
の

収
入
で

あ
っ

た

か

ら
､

消

費
者
負
担
は

､

と
り

も
な

お

さ

ず
自

然
利
潤

､

自
然
賃
金
の

侵
害

で

な

け

れ

ば

な
る

ま

い
｡

だ

と

す
れ

ば
､

第
一

篇
の

三

大
収
入

分
析
と

第

五

篇
の

消
費
者
負
担
な

る

租
税
現

象
､

あ

る

い

は

第
一

篇
の

三

大
階
級

分

析
と

第
五

節
の

消
光
者
と

い

う
常
識
的
包
括
的
把
握
と
は

､

一

見
矛
盾
す

る

も
の

と
な

ろ

う
｡

こ

の

こ

と

は
､

武
田

教
授
が

い

わ

れ

る

よ

う
に

｢

租

税
の

問
題
+

が

｢

原
理

論
+

に

お

け

る

論

理

展

開
の

｢

過

程

を

『

詔

階

殻
』

に

と

ど

め

ず
に

さ

ら

に

論
理

的
に

展
開
し

て

ゆ

け

ば
､

当
然
縫
着
す

(

5
)

る

と
い

う

問
題
･
:

…
で

な
い

+

が

ゆ
え

に

生

じ

た

論
理

的
矛
盾
で

あ
ろ

う

か
｡

あ

る

い

は

ま

た

財
政
が

経
済
理

論
的
把
握
に

耐
え

え

な
い

こ

と

を

示

す
も
の

で

あ

ろ

う
か

｡

こ

の

疑
問
を

ス

ミ

ス

の

説
明
に

投
げ

か

け
て

み

る
と

､

周

知
の

こ

と

だ

が
､

ス
､

､

､

ス

が

第
一

篇
で

､

租
税

問
題
を

前
提
し

度

外

視

す
べ

き

理

由

を
､

あ

ら
か

じ

め

述
べ

て

い

た
こ

と
が

想
起
さ

れ

る
｡

｢

賃
金

､

利

潤
お

よ

び

地

代
は

､

:

‥

い
(
一

さ
い

の

他
の

収
入
の

三
つ

の

本
源
的
汲
泉
で

あ

る
｡

…

…

い

っ

さ
い

の

租
税

､

ま
た

そ

れ

に

も

と

づ

く

い

っ

さ

い

の

収

入
､

い

っ

さ
い

の

給
料

､

恩
給
お

よ

び

あ

ら

ゆ

る

種
類
の

年
金
は

､

窮
極

的
に

は

収
入
の

こ

れ

ら
の

三

つ

の

本
源
的
な

汝
泉
の

ど
れ

か
一

つ

か

ら
ひ

き

だ

さ

れ

る

も
の

で

あ
っ

て
､

労
働
の

賃
金
か

､

資
材
の

利
潤
か

､

ま

た

は

土

地
の

地

代
か

か

ら
､

直
接
に

か

(

直

接

税

-
引
用

者
)

間
接
に

か

(

6
)

(

間

接

税

-
引
用

者
)

･
の

い

ず
れ
に

し

ろ

支
払
わ

れ

る

の

で

あ

る
｡

+

乃
β
U

こ

こ

で

は

第
一

欝
の

三

大
収
入

と

租
税
源
泉
と
の

理

論
的
関
係
が

明

確
に

規
定
さ

れ

て

お

り
､

消

費
者
負
担
に

な
る

よ

う
な

租
税
収
入

は
三

大
収
入

の

派
生

形
態
に

す
ぎ

な
い

こ

と
が

明
ら
か

に

さ

れ
､

そ
の

う
え
で

第
一

･

二

篇
で

は

租
税
や

国
家
が

捨
象
さ

れ
､

資
本
関
係
の

再
生

産
の

基
本
的
構

造
が

問
題
と

な

る
｡

つ

ま
り

事
実
上

､

｢

国

富
論
+

第
一

欝
に

お

い

て

も

｢

課
税
に

よ

る

分
配
関
係
の

変
更
は

一

応
捨

象
し
て

考
え

る
こ

と

が

か

え

(

7
)

っ

て

必

要
で

あ
っ

た
+

と

い

え

よ

う
｡

た

だ

そ
こ

で

は
､

自
然
価
格
や

三

(

8
)

大
収
入
の

中
に

租
税
は

吸

収
さ

れ

て

い

た

と

考
え
る

こ

と

も

で

き

よ

う
｡

こ

の

よ

う
な

形
で

､

あ

ら

か

じ

め

意
識
的
に

前
揺
さ

れ

た

租
税
問
題
が

､

第
五

篇
で

あ

ら

た

め

て

取
上

げ

ら

れ
て

い

る

の

で

あ

る
｡

租
税
転
嫁
論
は

こ

の

側
面
か

ら

逆
に

､

価
格
論

､

分
配
論
を

補
完
し

た

も

の

に

す

ぎ

な

い
｡

例
え

ば
ス

ミ

ス

が
､

賃
金
税
は

賃
金
を

騰

貴
さ

せ

る

と

い

っ

た

と

き
､

か

れ

は
､

必

要
生

活
費
と
い

う
第

一

欝
の

一

般
的
規
定
に

は
､

実
は

租
税
も

含
ま
れ

る

と
い

う
こ

と

を

あ

ら

た

め
て

検
討
し

な

お

し

て

い

る

わ

け

で

あ

り
､

工

業
労
賃
課
税
と

農
業
労

賃
課
税
と

官
吏
の

俸
給
課
税
と

で

は

租
税
転
嫁
の

プ
ロ

セ

ス

が

そ

れ

ぞ
れ

異
な
る

､

つ

ま

り

｢

分
配
関
係
の

変
更
+

の

仕
方
が

異
な

る
こ

と

を

明
ら
か

に

す
る
こ

と

に

よ
っ

て
､

右
の

一

般
的
基
本
的
規
定
を

一

層
具
体
的
に

規
定
し

な

お

し

て

い

る

わ

け
で

あ

る
｡

一

見
矛
盾
し

た

も
の

に

見
え
た

三

大
収
入

と

消

費
者
負
担
な
る

租
税

現
象
と
の

関
連
は

､

ひ

と

ま

ず
こ

れ

で

明
ら

か

で

あ

ろ

う
｡

そ

し
て

こ

う

し
た

意
味
で

論
理

的
矛
盾
が

な

い

の

は
､

ス

､
､

､

ス

が

第
一

篇
で

あ

ら

か

じ

め

前
提
し

て

い

た

も
の

を
､

第
五

篇
で

あ

ら

た

め
て

と

り
だ

し
て

論
じ

た

に

す
ぎ

な
い

か

ら
で

あ

り
､

ま

た

か

れ

が

同
じ

対

象
に

一

度
は

基

本
的
規

J
l

吋

胡

ゼ
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一

山
-

定
を

与

え
､

第
五

篇
で

は

そ

れ

を
一

層
具
体
的
に

規
定
し
な

お

し

た

に

す

ぎ
な
い

か

ら
で

あ

る
､

と

考
え

る

こ

と
が

で

き
よ

う
｡

ス
､
､

､

ス

の

議
論
の

細
目
に

お

い

て

は

さ

ま

ざ

ま

な

混
乱
が

あ

り
､

こ

れ

は

ま

た
こ

れ
で

第
一

篇
に

お

け

る

混
乱
に

依
拠
す
る

と
こ

ろ
が

大
き

い

で

あ

ろ

う
が

､

経
済
学

の

構
想
の

大
筋
に

お
い

て

は
､

租
税
問
題
を

捨
象
し

て

論
じ

ら

れ
た

第
一

篇
の

分
析
と

第
五

篇
の

租
税
論
と

の

間
の

論
理

的
構
造
は

､

見
失
わ

れ

て

い

な

い

よ

う
に

思
わ
れ

る
｡

し

か

し

右
の

点
を

指
摘
し

た

だ

け

で

は
､

第
五

篇
の

よ
り

一

層
具
体

的

な

分
析
が

ふ

た

た

び

第
一

篇
に

還
元

さ

れ
て

し

ま
っ

て
､

ス
､

､

､

ス

が

三

大

階
初
の

ほ

か

に

消
費
者
な

る

範
疇
を

前
面
に

お

し
た

て

た

理

由
が

不

明

確

に

な
る

だ

ろ

う
｡

ス
､
､

､

ス

が

論
じ

た

収
入

比

例
的
人

頭
税
に

し

ろ
､

必

需

品
課
税
に

し

ろ
､

新
聞
な

ど
の

印
紙
税
に

し

ろ

(

あ

る

い

は
ス

ミ

ス

以

降

に

現
わ

れ

た

所

得

税

や

そ
の

他

多

種

多

様
な

間

接

税
に

し

ろ
)

す
べ

て

こ

ぅ
し

た

も
の

は
､

三

大
階
級
に

無
差
別
に

課
さ

れ

る

だ

け

で

な

く
､

教

師
､

官
吏

､

法
律
家

､

兵
士

そ

の

他
の

不

生

産
的
諸
階
層
に

も

等
し

く

課

さ

れ

て

い

る
の

で

あ
っ

て
､

事
態
が

こ

う
で

あ

る

と

す
れ

ば
､

租
税
を

問

題
に

す
る

と

き
に

､

も

は

や

た

ん

に

三

大
階
級
な
る

基
礎
範
疇
だ

け

で

は

間
に

合
わ

な
い

こ

と

は

明
ら

か

で

あ

る
｡

論
議
の

対

象
そ

の

も
の

が
､

基

礎
範
疇
だ
け

で

は

間
に

合
わ

な
い

よ

う
な
よ

り
一

層
複
凝
な

デ
ィ

メ

ン

ジ

ョ

ン

で

あ
る

か

ら

で

あ

る
｡

換
言
す
れ

ば

市
民
社
会
の

総
括
と

し
て

の

国

家
が

問
題
に

な

る

と

き

は
､

た
ん

に

諾
階
穀
で

は

な

く
､

ま
た

諸
階
椒
を

稔
括
す
る

だ

け

で

も

な

く
､

さ

ら
に

副
次
的

･

寄
生

的
諸
階
層
を

も

総
括

す
る

よ

う
な

総
括
的
範
疇
が

構
想
さ

れ

ざ

る

を

え

な
い

｡

ス

ミ

ス

の

い

う

消
費
者
は

ま

が

り

な

り
に

ぁ

ご
+

う
し

た

理

論
的
要
請
に

も
と
づ

く

も
の

と

い

え
よ

う
｡

そ

れ

は

た

ん

に

三

大
階
概
の

区

別
を

抹
消
し

て

い

る

の

で

は

な

く
､

三

大
階
親
と

そ
の

他
の

諸
階
層
を

一

括
す
る

も

の

で

あ

る

が
､

同

時
に

忘
れ

て

な

ら

な
い

点

は
､

す
で

に

述
べ

た

よ

う
に

､

副
次
的
諸
階
層

の

収
入

が

第
一

籍
の

三

大
収
入
の

派
生

形
態
と

把
え

ら

れ

る

こ

と
に

よ
っ

て
､

三

大
階

叔
と

一

定
の

理

論
的
(

内

的
)

関
連
を

も
っ

て

い

る
こ

と

で

(

9
)

ぁ

ろ

う
｡

つ

ま

り
ス

､

､

､

ス

は
､

1
･

B
･

セ

イ

な

ど

と

は

ち
が

っ

て
､

三

大
階

親
と

不

生

産
的
諸
階
層
を

た

ん

に

並

列
し

て

い

る
の

で

は

な
い

の

で

ぁ
っ

て
､

む

し

ろ
そ

の

道
で

あ

る
｡

こ

の

こ

と

は
､

ス
､

､

､

ス

が

｢

資
本

制

(

10
)

社
会
の

内
的
構
造
+

の

解
明

を

｢

諸
階
叔
+

の

分
析
に

｢

と

ど

め
+

て

い

な
い

こ

と

を

意
味
し

て

い

る

が
､

同
時
に

そ

れ

が

論
理

的
に

可

能
で

あ

(

1 1
)

り
､

必

要
で

あ

る

こ

と

を

も

示

唆
し
て

い

る

よ

う
に

思
わ

れ

る
｡

(

1
)

｢

グ

ラ

ス

ゴ

ー

大

学

講

義
+

前
掲

訳
､

四
三

七

頁
｡

(

2
)

武
田

前

掲

論

文
､

二

四
七

頁
参
照

｡

ヽ

ヽ

ヽ

(

3
)

リ

カ

ー

ド

の

ス

ミ

ス

租
税
論

批

判
の

精
彩
が

､

こ

の

点

で

と

く

に

鏡
利

な

光
を

放
っ

て

い

る

の

は
､

そ
の

た
め

で

あ

る
｡

(

4
)

井
出

文
雄

｢

古

典

派
の

財
政

論
+

(

第
二

篇
ア

ダ

ム

･

ス

､

､

､

ス

の

財
政

論
)

は
､

こ

の

観

点
か

ら
ス

ミ

ス

を

詳

細

に

論

究

し

た
も

の

で

あ

り
､

私
の

小

論
で

も

多
く
を

参
照

し

た
｡

な
お

こ

の

点
で

も

リ

カ

ー

ド

は
ス

ミ

ス

と

軌

を
一

に

す
る

｡

(

5
)

本

稿

第
一

節

注

(

6
)

参

照
｡

(

6
)

A
･

S

邑
声
○

ワ
C

芦

も
ゃ

訟

-
い

･

大

内

兵

衛
･

絵
川

七

郎
訳

｢

諸

国

民
の

富
+

第
一

分

冊
､

一

九

六

-
七

頁
､

ま

た

O

f
.

萱
d

.

-

p
･

コ
リ

大
内

前

掲

訳

第

四

分

冊
､

二

七

五

頁
参

照
｡

(

7
)

本

箱

第
一

節

漣

(

6
)

参
腰

じ

β7 β
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(

8
)

例

え

ば
ス

ミ

ス

は
い

う
｡

｢

ふ

つ

う
の

職

人

で

さ

え
:

…
･

ば

あ

い
■
に

ょ
っ

て

は

演

劇

や

人

形

芝
居
を

見
に

行

く
こ

と

も
で

き
､

…
‥
･

な
に

が

し

か

の

租
税
を

支

払

う
｡

+

(

A
.

S

日
叫

声
O

p
･

C

羊
p
･

い
ー

叫
･

大

内
･

松
川

前

掲

訳

第
二

分

冊
､

三

四
三

頁
)

(

9
)

ス

ミ

ス

と

ち

が
っ

て
､

生

産

的

労
働
の

概

念
を

サ

ー

ビ

ス

労
働

に

ま
で

拡

大
し

､

国

家

経

費
(

消

費
)

を

個

人

消

費

と

並

列

す
る

l
･

B
･

セ

イ

の

経

済

学
に

お

い

て

も
､

国
家

財
政

は

経

済

学
の

中

で

取

扱
わ

れ

る

こ

と

に

な

る

だ

ろ

う
が

､

経

済
と

国

家

と
の

構

造

的

な

連
関

､

あ

る

い

は

｢

資
本

制

社

会
の

内

的

構
造
+

見

失

わ
れ

て

し
ま

う
だ

ろ

う
｡

こ

う

し
た

見

解
と

､

的

な

構

造

分

析
と

の

対

照

的

な

相

異
に

つ

い

て

は
､

は
､

か

え
っ

て

ス

ミ

ス

の

古

典

後
日

論
究
し

た

い

と

思

う
｡

(

1 0
)

本

稿

第
一

節

注

(

6
)

参
照

｡

(

1 1
)

こ

の

点
に

つ

い

て

は
､

さ

ら

に

本

稿

第
五

､

六

節
で

後

述

す
る

つ

も

り

で

あ

る
｡

四

不

生

産
的
労
働
と

し
て

の

国
家
活
動

｢

国
富
論
+

第
二

篇
で

､

ス

ミ

ス

は
､

｢

ど
れ

ほ

ど

有

用
で

､

さ

ら

に

ど

れ

は

ど

必

要
な

も
の

で

あ

ろ

う
と

も
+

同
家
官
吏
は

す
ぺ

て

｢

不

生

産

的
労
働
者
で

あ

る
+

と

し
て

､

資
本
の

再
生

産
構
造
の

中
で

僕
脾
な

み
の

(

1
)

地

位
を

国
家
に

与

え
た

｡

い

わ

ゆ
る

安
価
な

政
府
論
は

､

理

論
的
に

は
こ

の

不

生

産
的

労
働
の

規
定
か

ら

導
び

き

だ

さ

れ

て

い

る
｡

こ

の

よ

う

に

ス

ミ

ス

は
､

第
二

篇
で

､

国
家
活
動
を

不

生

産
的
労
働
で

あ

る

と

同
時
に

有
用
労
働
で

あ

る
と

規
定
し

た

が
､

第
二

欝
の

分
析
視
角

は
､

い

う
ま
で

も

な
く

生

産
的

･

不

生

産
的
労
働
の

範
疇
的
区

別
に

お
か

指
ハ

0

れ

て

い

る
｡

だ

が

第
五

篇
で

は

あ

と

で

み

る

よ

う
に

､

有
用
労
働
な

る

範

疇
が

国
家
的
見
地
か

ら

取
上

げ

ら

れ
､

前
面
に

お

し
だ

さ

れ

る
｡

こ

の

意

味
で

第
二

篇
と

第
五

篇
と

の

問
に

観
点
の

相
異
が

あ
る

こ

と
は

明
ら

か

だ

が
､

そ
の

場
合

､

す
で

に

み

た

｢

財
産
+

や

｢

消
費
者
+

が

そ

う
で

あ
っ

た

よ

う

に
､

こ

こ

で

も

有
用
労
働
な

る

範
疇
は

､

生

産
的

･

不

生

産
的
労

働
の

範
疇
的
区

別
を

､

ひ

と

ま

ず
抹
消
し

か

つ

総
括
し

た

も
の

で

あ

る

よ

う
に

み

え

る
｡

と
い

う
の

は
､

生

産
的
労
働
が

有
用
で

あ

る

の

は

自

明

(

2
)

だ

し
､

｢

国
富
論
+

で

は

不

生

産
的
で

そ
の

う
え

不

用
な

労

働
は

概
し

て

｢

労
働
+

な

る

範
疇
外
の

も
の

に

す
ぎ
な

い

の

だ

か

ら
､

生

産
的
労
働
も

不

生

産
的
労
働
も

有
用
労
働
と
い

う
範
暗
に

総
括
さ

れ
､

一

見
そ
の

区

別

は

抹
消
さ

れ

て

い

る

か

ら

で

あ

る
｡

ス

ミ

ス

は

い

つ

も
の

よ

う
に

こ

れ

ら

の

諸
範
疇
問
の

論
理

的
関
連
を

必

ず
し

も

リ

ジ

ッ

ド

に

説
明

し
て

く
れ

て

は
い

な
い

が
､

ス

ミ

ス

の

議

論
の

中
か

ら

右
の

関
連
を

再
検
討
し
て

み

る

と
､

こ

れ

は
､

国
家
と

経
済
と
の

関
連
に

つ

い

て

ス

ミ

ス

が

ど
の

よ

う
に

考
え

て

い

た
か

を

浮
彫
り

に

す
る

一

つ

の

手
が

か

り
に

な

り

う
る

よ

う

に

思
わ

れ

る
｡

さ

て
､

直

接
的
に

は

不

生

産
的
労
働
の

規
定
に

よ
っ

て

基
礎
づ

け

ら

れ

た

安
価
な

政
府

論
を

､

ス
､

､

､

ス

が

｢

国
富
論
+

全
巻
を

通
じ
て

論
証
し

て

い

た

と

い

う
周

知
の

事
実
に

は
､

い

さ

さ

か

の

疑
い

も

な
い

｡

し

か

し
こ

の

こ

と

は
､

ス

ミ

ス

が
､

た

ん

な
る

安
価
な

政

府
の

論
証
を

自
己

目

的
と

し
て

い

た
こ

と

を

意

味
す
る

も
の

で

は

な

い

よ

う
に

思
わ

れ
る

｡

ま

た

ス

ミ

ス

は

文
明
の

進
歩
と

と

も
に

(

自

然

的
自

由
の

制

度
が

行
な

わ

れ

る

よ

う
に

な
っ

て

も
)

安
価
な

政
府
が

実
現
さ

れ

る

と

考
え

て

い

る
わ

け
で

も

.

す

山

■

坤
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甘

少

な

か
っ

た
｡

ま

し
て

や
､

武
田

教
授
が

い

わ

れ

る

よ

う
に

｢

そ
の

主
張
す

ゼ

ロ

る

経
済
政
策
が

､

い

わ

ば

な

ん
の

数
値
を

も

も
た

な
い

零
の

政

策
で

あ
っ

(

3
)

た
+

の

で

は
な

い

で

あ

ろ

う
｡

わ

が

国
で

も

幾
度
か

指
摘
さ

れ

て

い

る

よ

(

4
)

(

6
)

う
に

､

む

し
ろ

逆
で

さ

え

あ

る

よ

う
に

思
わ

れ

る
｡

こ

れ

は
､

ス

ミ

ス

が

国
家
を

不

生

産
的
だ

と

し

て

片
づ

け
た

の

で

は

な

く
､

同
時
に

有
用
不

可

欠
な

も
の

と

考
え

た
こ

と

に

よ

る

の

だ

が
､

本
節
で

は

さ

し

あ

た

り

安
価

な

政
府
論
の

性
格
を

考
え

て

み

よ

う
｡

わ

が

国
の

ス

､
､

､

ス

研
究
で

す
で

に

充
分

解
明

さ

れ

て

い

る

よ

う
に

､

ス

ミ

ス

の

右
の

思
想
は

な

に

よ

り

も
､

ス

ミ

ス

の

よ
っ

て

立
つ

新
興
産
業
資

本
家
的
立

場
と

当

時
の

封
建
的

･

重

商
主

義
的
国
家
(

政

策
)

と
の

対

立

関
係
を

示

す
も
の

で

あ

ろ

う
｡

ス

ミ

ス

は

国
家
の

現
状
批
判
を

､

国
家

一

般
に

対

す
る

批
判
で

も
あ

る

か

の

よ

う
な

形
で

行
な
っ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

第
五

篇
の

表
題
自
体
が

如
実
に

こ

れ

を

示

し

て

い

る
｡

｢

元
首
あ

る

い

は

国
家
の

収
入
に

つ

い

て
+

と
い

う

そ
の

表
題
は

､

ス

ミ

ス

が

元
首
と

国

家
と

を

原
理

的
に

充
分
区

別
し

て

い

な
い

こ

と

を

示

し
て

い

る

が
､

こ

れ

は

同
時
に

元

首
と

政
府
と

の

分

離
が

ま

だ

不

充
分
で

､

封
建
的
な

権
力

関
係
が

一

掃
さ

れ

て

い

な

か
っ

た
一

歴

史
段
階
の

国
家
を

､

そ

の

ま

ま

理

(

6
)

論
上
の

問
題
と

し
て

い

る

こ

と

を

示
し
て

い

る
｡

マ

ル

ク

ス

が

安
価
な

政

(

7
)

府

論
を

評
し
て

｢

こ

の

見
解
は

歴
史
的
に

興
味
が

あ
る
+

と

い

っ

て
､

価

値

論
に

つ

い

て

の

よ

う
に

原
理

的
な

関
心

を

示
し
て

い

な

い

の

は
､

そ
の

た

め
で

あ

ろ

う
｡

ス

ミ

ス

が

公

債
論
で

も
､

国
有
財
産
と

し

て

の

国
家
の

農
場
経
営
に

関
し

て

も
､

そ

の

他
の

産
業
的
な

公
共
事
業
に

関
し

て

も
､

ヽ

ヽ

ヽ

当
時
の

国
家
の

経
済
的
能
力
を

不

当
な

ま
で

に

低
評
価
し

た
こ

と

は

よ

く

知
ら
れ

て

い

る

が
､

こ

れ

を

そ
の

ま

ま

国
家

一

般
の

批
判
と

受
取
る

こ

と

は

で

き

な
い

で

あ

ろ

う
｡

そ
の

よ

う
な

通
説
的
理

解
が

実
は
ス

ミ

ス

誤
解

で

あ
る

の

は
､

さ

ら

に

後
述
す
る

よ

う
に

､

ス

ミ

ス

の

理

論
に

必

ず
し

も

(

8
)

安
価
で

な
い

政
府
を

も

と

ら

え

う
る

論
理
が

秘
め

ち

れ

て

い

る

点
が

､

こ

れ

を

証
明
し
て

い

る
｡

そ
れ

ゆ

え

さ

き

に

二
言

し

た
よ

う
に

､

ス
､

､

､

ス

は
､

た

ん

に

安
価
な

政

府
の

論
証
を

自
己

目

的
と

し
て

い

る

の

で

は

な

く
､

ス

ミ

ス

の

理

論
的
関

心
に

即
し

て

い

え

ば
､

彼
は
た

だ
､

彼
の

つ

か

ん

だ

資
本
主
義
経
済
の

必

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

更
に

適
合
し

た

国
家
経
費
(

し

た

が

っ

て

｢

自

然

的

自

由
の

制

度
+

と

い

う
ヴ
ィ

ジ

ョ

ン

に

導
び

か

れ

て

第
一

･

二

篇
で

解

明

さ

れ

た

富
の

生

産
と

分

配
の

機

構
に

適

合

し

た

国

家
)

は

ど

ん

な

も
の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

か

を

論
証

し

ょ

う
と

し
て

い

る

だ

け
で

あ

る
｡

そ

し

て

こ

の

側
面
で

有
用

労
働
な

る

範
疇
が

前
面
に

浮
び

上
っ

て

く

る

の

で

あ

る
｡

現
状
批
判
と

し

て

の

安
価
な

政
府
論
も

､

国
家
活
動
を

資
本
制
生

産
に

と
っ

て

有
用
不

可

欠
と

し

て

規
定
し

た

第
五

欝
プ
ロ

パ

ー

の

見
地

か

ら
､

考
え

な
お

し

て

み

な

け

れ

ば

な

る

ま
い

｡

(

1
)

0

巾
●

A
●

∽

日
-

什

F
､

O
p
.

〇

芦
-

p
.

と
山

一

大

内
･

於
川

訳

第
二

分

冊
､

三

三

九

頁

参

照
｡

(

2
)

｢

諸

国

民
の

富
+

序

論
で

は
､

生

産

的

労

働
と

有

風

労

働

と

は
､

同

義
語
と

し

て

使
わ

れ

て

い

る
｡

(

毘
.

旨
左
.

-

p
.

-

5 .

芦

大

内
･

放
川

訳

第
一

分
冊

､

九
二

-
三

頁
参

照
｡

)

(

3
)

武
田

前

掲

論
文

､

二

六

九

頁
｡

ま

た
二

四
五

頁
参
照

｡

(

4
)

例
え

ば

木
村

元
一

｢

自
由

主

義
に

お

け
る

国

家

と

経

済
+

(

板

垣

輿
一

編

｢

国
家

と

経

済
+

所

収
､

八

六

-
七

頁
)

お

よ
び

島

恭

彦

｢

安

価
な

政

府

論
の

再

構

成
+

(

彦
根
論

叢
四

六
･

四

七

合

併

号
)

β7∂
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を

参
照

｡

(

5
)

ス

ミ

ス

自

身
こ

う
い

っ

て

い

る
｡

｢

一

つ

の

政

府
が

他

の

政

府

よ

り

も

費

用
が

か

か

る

と

わ

れ

わ

れ

が

い

う

場

合
､

そ

れ

は
一

方
の

国

が

他
の

国
よ

り
も

進

歩
し

て

い

る

と
い

う

た
の

と

同

じ
で

あ
る

｡

+

(

｢

グ

ラ

ス

ゴ

ー

大

学

講

義
+

前

摘

訳
､

四

三
一

-
二

頁
)

(

6
)

森
七

郎

｢

ア

ダ
ム

･

ス

ミ

ス

の

財

政

論
+

(

商
鮭

漁

論
叢
第

一

二

巻

第
一

号
､

五

頁
)

参
照

｡

(

7
)

声

呂
p

宗
-

:

→

訂
○

ユ
e

n

昏
e

→

計
n

呂
e

F

⊇
1

e

ユ
∴

∴
0

賢
N

く
e

ユ
a

g
〉

-

漂
か

)

→
①

こ

}
-

∽
.

N

窒
.

｢

剰
余

価

値
学

説
史
+

長
谷

部

文

雄

訳

第
一

分

冊
､

四

三

二

頁
｡

(

8
)

｢

ス

ミ

ス

に

お

け

る

国

家

と

市

民

社

会
+

に

つ

い

て
､

よ

り
一

層

広
い

視

野
か

ら

高
島
善

哉

教

授
は

次

の

よ

う

に

い

っ

て

お

ら

れ

る
｡

｢

イ

ギ

リ

ス

に

お

い

て

さ

え
､

国

家

な
き

国

家

観
は

い

つ

で

も

歴
史
の

強

制
に

ょ

り

国

家

あ

る

国

家

観
へ

と

矛

盾
な

く

転

成

し

う

る

も

の

で

あ
っ

て
､

か

か

る

融

通

自

在

な
る

性

格
を

イ

ギ

リ

ス

人
の

論

理

は

も
っ

て

い

た
｡

+

(

高

島

善

哉

｢

ア

ダ
ム

･

ス

ミ

ス

の

市

民

社

会

体

系
+

八

三

頁
)

五

有
用
労
働
と

し
て

の

国
家
活
動

ス
､

､

､

ス

は

例
え

ば

国
家
の

第
三

の

義
務

(

公

共
的

施
設
の

建

設

と

維

持
)

に

つ

い

て
､

個
別
資
本
に

と
っ

て

は

｢

経
費
を

償
い

え

な
い

+

よ

う
な

事

業
で

も
､

社
会
全
体
に

と
っ

て

は

｢

き

わ

め
て

有
用
+

で

あ
る

よ

う
な

も

の

は

国
家
の

手
に

よ
っ

て

行
な
わ

れ

ね

ば

な

ら

な
い

が
､

こ

の

よ

う
な

事

業
は

社
会
全
体
に

と
っ

て

は

｢

そ

の

経
費
を

償
な
っ

て

な
お

余
り

あ
る

も

へ

l
)

の

で

あ

る
+

､

と
い

っ

て

い

る
｡

前
節
末
尾
の

観
点
か

ら

読
め

ば
､

こ

の

抽
象
的
命
題
は

一

般
的
で

あ

る

だ

け
に

､

か

え
っ

て

重

要
で

広
い

含
み

を

も
つ

｡

た

だ
ス

､
､

､

ス

は

右
の

社
会
的
有
用
性
の

内
容
を

､

ど
こ

で

も
一

義

的
に

定
義
づ

け

た

り

な

ど

し
て

い

な
い

の

で
､

本
節
で

は

そ

れ

を
ス

､

､

､

ス

の

行
論
の

間
に

立

入
っ

て

探
り

だ

し
､

生

産
的

･

不

生

産
的
労
働
と
の

関

連
を

考
え

て

み

よ

う
｡

そ
の

瘍
合
こ

の

関
連
を

確
か

め

る

に

は
､

産
業
的

公
共
事
業
に

関
す
る

ス
､

､

､

ス

の

議
論
を

検
討
す
る

の

が

も
っ

と

も

好
都
合

で

あ

る

よ

う
に

思
わ

れ

る

が
､

本
節
で

は
か

え
っ

て

右
の

関
連
を

確
定
し

に

く
い

一

例
と

し

て

国
家
教
育
論
を

取
上

げ
て

み

よ

う
｡

(

2
)

ス

､
､

､

ス

は

当

時
の

大
学
教
育
の

現
状
を

批
判
し

て

｢

非
常
に

ま

ず
い

+

と

断
じ

て

い

る

が
､

そ
の

論
拠
は

､

そ

の

教
育
内
容
が

学
生
の

卒
業
後
の

｢

生

涯
を

通
じ

て

従
事
す
る

業
務
:

…
の

た

め

の

準
備
と

し
て

最
善
の

も

(

3
)

の

と

は

思
わ

れ

な
い
+

と
い

う
点
に

あ
っ

た
｡

つ

ま

り
ス
､

､

､

ス

は
､

経
済

の

実
勢
に

マ

ッ

チ

し

な

く
な
っ

た

と

い

っ

て
､

教
育
の

現
状
(

一

言
で

い

(

4
)

え

ば

封

建

的

な

教

育
)

を

批
判
し

､

こ

の

見
地

か

ら
ス

､

､

､

ス

は
､

自
由
主

義
的
な

教
育
政
策
を

展
開
し

て

い

る

の

だ

が
､

い

ず
れ

に

し
て

も

そ
こ

に

は

現
状
批
判
と

し
て

の

安
価
な

政
府

論
の

一

面
を

見

出

す
こ

と

が
･
で

き

る
｡

そ
れ

で

は

国
民
教
育
に

関
し

て

は
い

っ

さ
い

の

国
家
的
関
与
は

不

必

要

で

あ
る

か

と

い

う
と

､

そ

う
で

は

な
い

｡

有
名

な

事
実
に

属
す
る

が
､

ス

ミ

ス

は

分
業
の

発
達
に

と

も

な
っ

て

｢

労
働
貧
民
+

の

｢

職
業
は

き

わ

め

て

簡
単
な
+

｢

作
業
に

限
ら

れ

る

よ

う
に

な

り
+

､

か

れ

ら

は

｢

な

り

う
る

限
り

無
智
蒙
昧
に

な

る
+

と
い

う
新
し
い

資
本
主
義
的
な

事
態
に

注
意
を

喚
起
し

､

政
府
は

そ
の

防
止
に

｢

特
別
の

骨
折
り
+

を

し

な

け

れ

ば

な

ら

β7 β
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ト

欄
那

∵

タ

′

題
ぺ

巧

.よ

(

5
)

な
い

､

と
い

っ

て

い

る
｡

こ

う
い

っ

た

と

き
ス

ミ

ス

は
､

資
本
主
義
的
生

産
の

発
展
か

ら

新
し

く

生

じ

た

｢

労
働
貧
民
+

の

堆

積
と
い

う
資
本
主
義

的
現
実
が

､

国
家
に

対

し
て

､

旧

来
の

公

教
育
と

は

異
な
.っ

た

新
し
い

形

の

教
育
行
政
を

要
請
し

て

い

る

と
い

う
資
本
主

義
的
な

事
態
を

､

正

し

く

つ

か

ん

で

い

る

と
い

え

る
｡

だ

か

ら

教
育
政

策
に

お

い

て

も
､

純
粋
に

資

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

本
主

義
的
な

新
し
い

側
面
に

関
し

て

は
､

そ

し

て

そ
の

限
り

で
､

た

ん

に

ゼ

F

安
価
な

政
府
を

も
､

ま

し
て

や

｢

政

策
零
+

を

も

主
張
し
て

は

い

な
い

､

と
い

う
点
に

注
目
す
べ

き
で

あ

る
｡

ス
､

､

､

ス

は

た
だ

､

平
民
教
育
に

必

要

な

国
家
経
費
が

､

旧

来
の

封
建
的
な

教

育
制
度
に

く

ら
ぺ

れ

ば
､

そ

し
て

ま

た

教
育
効
果
が

大
で

あ

る

割
に

は
､

安
あ
が

り
で

あ

ろ

う
と
い

っ

て

い

(

6
)

る

に

す
ぎ

な
い

｡

ま

さ
に

そ

れ

ゆ
え

に

ス

ミ

ス

が

｢

完
全
だ
+

と

考
え

た

教
育
内
容
も

､

い

ち

じ
る

し

く

資
本
主

義
的
な

(

あ
る

い

は

資
本

の

要

請

に

マ

ブ

チ

し

た
)

性
格
の

も

の

で

あ
っ

て
､

こ

れ

は

ス

ミ

ス

が

教
育
の

社
会
的
有
用
性

を

ど
の

よ

う
に

考
え

て

い

た
か

を

如
実
に

示
し

て

い

る
｡

ス
､

､

､

ス

が

言
及

(

7
)

し
て

い

る

平
民

教
育
の

内
容
は

｢

読
み

､

書
き

､

算
術
+

と

｢

幾
何
学
と

(

8
)

物
理

学
の

初
歩
+

だ

け

で

あ
る

が
､

ス

ミ

ス

は
こ

れ

を

も
っ

て

平
民

教
育

(

9
)

と
し

て

は

｢

お

そ

ら

く

可
能
な

限
り

完
全
で

あ

ろ

う
+

と
い

っ

て

は

ば

か

ら

な
い

｡

な

ぜ

か
｡

そ

れ
は

｢

ど

ん

な

普
通
の

仕
事
で

も
､

い

く

ら
か

幾

(

1 0
)

何
学
や

機
械
学
の

原
理

を

応
用
す
る

機
会
の

な
い

も
の

は

ま

ず
な
い

+

か

ら
で

あ

る
｡

さ

き
に

み

た
よ

う
に

ス

ミ

ス

は
､

世
間
的
実
務
の

準
備
と

し

て

は

不

適
当
だ

と

し
て

教
育
の

封
建
的
な

現
状
を

批
判
し

た
が

､

こ

れ

に

呼
応
し

て

こ

こ

で

は
､

ど
ん

な

仕
事
に

つ

く

に

し

て

も

必

要
な

初
等
教
育

の

内

容
を

考
え
て

い

る
｡

ス
､

､

､

ス

が

ど

ち

ら
の

場
合
に

も
､

社
会
的
生

産

力
の

直
接
的
間
接
的
な

担
い

手
と

し
て

の

労
働
能
力
の

形
成
を

中
心
に

考

え

て

い

る

こ

と
は

明
ら

か

で

あ

ろ

う
｡

こ

の

意
味
で

は
､

教
育
の

社
会
的

有
用
性
の

内
容
は

､

な
に

よ

り

も

右
の

生

産
力

視
点

に

支
え

ら

れ
て

い

た

と
い

え

る

し
､

そ
れ

ゆ

え

に

教
育
労
働
は

有
用
労
働
だ

と

み

ら
れ

て

い

た

(

u
)

こ

と

が

わ
か

ろ

う
｡

さ
て

本
節
初
頭
で

述
べ

た

よ

う
に

､

ス

ミ

ス

は
､

社
会
に

と
り

て

有
用

な

公
共
事
業
は

個
別

資
本
に

対

し
て

は

｢

経
費
を

償
い

え

な

い

+

(

個

別

資
本
に

と
っ

て

は

不

生

産

的
)

と

し
て

も
､

社
会
全

体

に

と
っ

て

は

｢

経

費
を

償
っ

て

な

お

余
り

あ
る

も
の
+

(

社

会

全

体
に

と
っ

て

は

生

産

的
)

で

あ

る

と

い

っ

て

い

た

が
､

右
に

例
示

し

た
ス

ミ

ス

の

教
育
労
働
把
握
を

念
頭
に

お
い

て

理

解
す
れ
ば

､

第
五

篇
で

前
面
に

だ
さ

れ

た

有
用
労
働
な

る

範
疇
は

､

実
は

､

不

生

産
的
労
働
さ

え

を

も

結
局
の

と
こ

ろ
生

産
的
な

も
の

と

し

て

認

識
す
る
ス

ミ

ス

の

労
働
把
握
を

､

し
た

が

っ

て

社
会
的
総

労
働
に

関
す
る

ス

ミ

ス

の

経
済
理

論
的
分
析
を

､

意
味
し
て

い

た

点

を
､

(

1 2
)

こ

こ

で

確
認
す
る

こ

と
が

で

き

よ

う
｡

な

ぜ

な

ら
こ

こ

で

ス
､

､

､

ス

は

結
局

の

と
こ

ろ

社
会
的
富
の

直
接
的
生

産
(

第
一

ニ
ー

篇
で

の

生

産

的

労

働
の

分

析
)

と
､

教
育
労
働
や
そ

の

他
の

国
家
官
吏
の

労
働
が

､

そ

れ

ぞ
れ

社

会
的
分
業
労
働
の

一

環
と
し

て
､

ど
の

よ

う
な

関
連
を

も
つ

か

を

事
実
上

解
明
し

て

い

る

か

ら

で

あ

る
｡

そ

れ

は

｢

国
富
論
+

第
一

篇
の

分

業
労
働

に

関
す
る

議
論
の

つ

づ

き
に

ほ

か

な

ら

な
い

｡

さ

き

に

述
べ

た

よ

う
に

第
五

篇
の

有
用
労
働
は

､

第
二

篇
の

生

産
的

･

不

生

産
的
労
働
の

範
疇
的
区

別

を

抹
消
し

､

両
者
を

総
括

す
る

も
の

で

あ

っ

た
｡

ス
､

､

､

ス

が

第
二

篇
で

､

不

生

産
的
労
働
を

寄
生

的
な

も
の

と

し
て

前
探
し

､

し

た

が
っ

て

有
用
労
働
に

関
す
る

議
論
を

あ

と

ま

わ

し

に

し

β7 7
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て
､

国
家
を

捨

象
し

た
の

は
､

ま

さ

に

そ
′の
た

め

で

あ

る
｡

な

ぜ

な

ら

｢

租
税
の

問
題
+

は

富
の

直
接
的
生

産
と

そ

の

分
配
の

基
本
構
造
を

明
ら

(

lS
)

か

に

す
る

う
え

で

の

｢

必

要
な

中
間
項
+

で

は

な
い

か

ら
で

あ

り
､

ま

た

有
用
労
働
な

る

範
暗
に

よ
っ

て

は

資
本
の

再
生

産
の

基
本
的
構
造
は

か

え

っ

て

隠
ぺ

い

さ

れ

て

し

ま

う
か

ら
で

あ

る
｡

と
こ

ろ

が

第
五

籍
に

い

た
っ

て

ス

ミ

ス

は

有
用

労
働
な
る

範
疇
を

前
面
に

お

し

だ

し
､

国
家
の

高
み

か

ら

も

う
一

度
富
の

再
生

産
の

構
造
を

考
察
し

な

お

し

て

い

る
｡

ス

ミ

ス

が

こ

の

再
考
察
を

必

要
と

し

た
の

は
､

価
値
措
定
的
な

､

し

た

が
っ

て

そ

れ

に

よ
っ

て

｢

詔

階

轡
+

が

内
的
関
連
を
も

た

さ

れ

る

よ

う

な

生

産
的

労
働

の

分
析
だ

け

で

は
､

｢

資
本
制
社
会
の

内
的
構
造
+

は

ま

だ

基

礎

的

な

仕

組
み

が

解
明
さ

れ

た

だ

け

で
､

そ
の

総
体
的
な

仕
組
み

は

ま

だ

明
ら
か

に

さ

れ

て

い

な

い

か

ら

で

あ

ろ

う
｡

そ
の

際
第
二

篇
の

立

場
か

ら

は

寄
生

的

で

し
か

な
か

っ

た

不

生

産
的
労
働
で

さ

え

も
が

､

生

産
的
労

働
と

対

立

的

な

関
連
を

も
ち

な

が

ら

も
､

間
接
的
に

生

産
的
で

あ

る

が

ゆ

え
に

有
用
で

あ
る

｡

有
用
労
働
は

ま

え

に

述
べ

た

よ

う
に

､

生

産

的
労

働
を

も

不

生

産

的
労
働
を

も

包
括
す
る

範
噂
で

は
あ

る

が
､

両
者
を

総
括

す
る

と
い

う

形

式
に

よ
っ

て

明
ら

か

に

さ

れ

た

経
済
理

論
的
内
容
は

､

右
の

よ

う
に

解
さ

れ

ね

ば

な
る

ま

い
｡

右
の

三

範
疇
の

こ

の

よ

う
な

関
連
は

､

経
済
と

国
家

財
政
に

つ

い

て

の

ス

ミ

ス

の

い

わ

ば

分
業
労
働
論
的
な

把
捉
を

表
現
し
て

い

る

と
､

み
る

こ

と

が

で

き

よ

う
｡

(

1
)

C

巾
.

h

r

S

ロ
ー

t

F

O

p
.

C

声
〉

p

.
已
-

P

コ

ー

マ

畏
-

一

大

内

前

掲
訳

第
三

分

冊

四

七

七

頁
お

よ

び

第

四

分

冊
六

五

頁

参
照

｡

(

2
)

旨
一

打
こ

p
.

¶

N

-

大
内

訳
第

四

分

冊
一

五

四

頁
｡

(

3
)

旨
訂
r

〉

ワ

記
00

,

大

内
訳

同

右
､

一

六

七

頁
｡

(

4
)

○

?
山

岳
d

.

}

匂

勺

.

記
N

l
∞

.

大

内

訳

同

右
､

一

五

四

-
六

八

頁

指
ハ

0

参

照
｡

(

5
)

○

巾
.

-

豆
P

.

p

p
.

ご
牟

-
∽

.

大
内

訳
同

右
､

一

八
二

-
三

頁

参

[

R
"

○

日
ハ

(

6
)

O

f

+
豆

チ
p

.

ご
ソ

大

内

訳

同

右
､

一

八

八

頁
参

照
｡

(

7
)

(

8
)

(

9
)

(

1 0
)

-

E
d

.

.

p
一

ご
γ

大

内

訳

同

右
､

一

八
八

-
九

頁
｡

(

1 1
)

以

上
の

教

育

論
は

本

論

文
の

主

旨
か

ら

い

っ

て

論

証

し
に

く
い

一

例
で

あ

る
｡

ス

ミ

ス

が

論

じ

た

道

路
､

運
河

､

港
､

橋
､

造

幣

局
､

郵

便

局

な

ど
の

公

共

事

業
を

例

に

と

れ

ば
､

本

論
文

の

主

旨

は

よ

り

一

層

す
っ

き

り

説

明
さ

れ

よ

う
｡

ま

た

教

育
の

社

会

的

有
用

性

は
､

ス

ミ

ス

が

宗

教

教

育
を

も

論
じ

て

い

る

こ

と

か

ら

も

わ

か

る

よ

う

に
､

本

文
で

述
べ

た

視

点
だ

け

か

ら

と

ら

え

ら

れ
て

い

る

の

で

は

な

い
｡

そ

れ

は
､

社

会

的

道

徳

性
の

か

ん

養
､

社

会

秩

序
の

安

定

と
い

う
点

で

も

有

用
で

あ
る

｡

し
か

し
こ

れ

は

等

価

交

換
や

資
本

蓄

積
の

条
件
で

あ

る

と
い

う

意

味
で

は
､

ふ

た

た

び

本

文
で

述
べ

た

視
点

に

還
元

さ

れ

う

る
｡

司

法
､

国

防
に

つ

い

て

も

結
局

同

じ
こ

と

が

い

え

よ

う
｡

詳

し

く

は

井
手

前

掲

書

参

照
｡

(

1 2
)

そ

の

た

め

に

ジ

ョ

ン

･

S
･

ミ

ル

は
､

そ

の

｢

経

済

学

原
理
+

第
一

篇
生

産

論

で
､

生

産
的

･

不

生

産
的

労

働
を

論

じ
､

技

術

教
育

や

官

吏
の

行

政

を

も

生

産

的

労

働
と

規

定

し

た
｡

こ

れ

が

｢

生

産

論
+

で

な

さ

れ

た

た

め

に
､

物

的
生

産
と

教

育

や

行

政

と

の

区

別

が
､

た

ん

に

直
接
的

･

間

接

的
の

区
別

に

解

消

さ

れ
､

逆
に

両

範
噂

の

区

別
の

本

来
の

意
義

が

消

滅

し
た

｡

㌧

虹
叩

.

た

.■

臣
臣

∴
-

.

〟
′て

島
野
.
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サ

イオ

(

1 3
)

本

稿

第
一

節

注

(

6
)

参

照
｡

六

む

す

び

さ
て

こ

う
み

て

く
る

と
､

｢

国
富
論
+

第
五

篇
は

､

第
一

･

二

籍
を

基

礎
に

経
済
の

総
過
程
を

国
家
の

高
み
か

ら

論
じ

な
お

し

た

も
の

と
い

う
こ

と

が

で

き

よ

う
｡

そ

れ

に

よ

り

形
式
の

上
で

は
､

基
礎
的
諸
関
係
が

隠
ぺ

い

さ
れ

た
が

､

内
容
の

う
え

で

は
､

議
論
は

そ

れ

だ

け

に

い

っ

そ

う
具
体

化
さ
れ

､

包
括
的
に

な
っ

た
｡

租
税
転
嫁
論
は

一

層
具
体

的
な

価
格
論

･

分
配
論
に

は

か

な

ら

な

か
っ

た

し
､

ス

ミ

ス

の

い

う
｢

消

費
者
+

は
三

大

階
級
の

ほ

か

に

不
生

産

的
諸
階
層
を
も

総
括
す
る

も

の

で

あ
っ

た
が

､

消

費
者
課
税
の

税
源
を

明
ら

か

に

す
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

両
者
の

問
の

内
的

関
連
は

よ

り
一

層
具
体

的
に

再
確
認
さ

れ

た
｡

ま

た

有
用
労
働
な
る

総
括

的
範
疇
に

よ
っ

て
､

ス

ミ

ス

は

生

産
的
労
働
を

基
軸
と

す
る

資
本
関
係
の

再
生

産
を

､

よ

り
一

層
包
括
的
視
点
か

ら

論
じ

な

お

し

て

い

る
｡

第
一

･

二

篇
と

第
五

篇
と
の

諸
範
疇
の

相
異
は

､

前
者
で

は

概
し
て

個
別
資
本
の

運
動
に

即
し

て

社

会
的
総
資
本
の

蓄
積
の

構
造
が

分
析
さ

れ

て

お

り
､

後

者
で

は

同
じ

対

象
を

国
家
と
い

う
そ

れ

自
体
総
括

的
な

視
点
か

ら
み

て

い

る

と
い

う
視
点
の

相
異
を

表
現
し
て

お

り
､

ま

た

そ

れ

ら
の

諸
範
噂
間
の

関
連
は

､

ス

ミ

ス

が
､

そ
の

主
著
の

表
題
に

銘

記
し

た

｢

諸
国
民
の

富
の

性
質
と

諸
原
因
+

と
い

う
同

一

対

象
を

､

経
済
と

国
家
財
政
と
の

両
面
に

わ

た
っ

て
､

分
業
労
働
の

体

系
と

し
て

考
察
し

て

い

る
こ

と

を

示
し

て

い

る
｡

と
こ

ろ

で

第
一

･

二

篇
で

は

国
家
が

捨
象
さ

れ

て

資
本
関
係
の

再
生

産

の

自
律
的
機
構
が

明
ら
か

に

さ

れ

た

と
い

え

よ

う
が

､

こ

の

機
転
と

い

え

ヽ

ヽ

ヽ

ど

も

国
家
権
力
の

発
動
な

し
に

は

現
実
の

運
動
を

な

し
て

い

な
い

の

は
､

自
明
で

あ

る
｡

ス

ミ

ス

が
､

財
産
と

そ

の

不

平

等
､

あ
る

い

ほ

分
業
の

発

展
は

､

政
府
を

､

し

た

が
っ

て

国
家
権
力
に

も

と
づ

く

租
税
の

徴
収
と

支

出
を

､

必

然
化
し

可
能
に

す
る

と
い

う

現
実
的
な

基
本
認
識
に

立
っ

て
､

経
済
学
の

体

系
を

構
想
し

て

い

る

の

は

そ

の

た

め

で

あ

ろ

う
｡

そ

し
て

こ

の

構
想
は

資
本
主

義
社

会
の

現
実
の

運
動
が

右
の

よ

う

で

あ

る

か

ら

に

は
､

ま
っ

た

く

当

然
で

あ
っ

た

と
い

わ

ね

ば

な

る

ま
い

｡

こ

う
し
て

ス
､

､

､

ス

は
一

方
で

は
､

租
税
現
象
が

三

大
収
入

の

範
疇
だ

け
で

は

明

ら
か

に

さ

れ

え
な

い

こ

と

を

述
べ

る

と
と

も
に

､

三

大
収
入

と
､

そ
の

派
生

形
態
と

し
て

の

租
税
と
の

内
的
関
連
を

一

層
具
体

的
に

再
確
認
し

､

伯
方
で

は
､

資
本
の

再
生

産
そ
の

も
の

が

不
生

産
的
だ

と

は
い

え

有
用
な

分
業
労
働
の

一

環
を

必

要
と

す
る

こ

と

を

述
べ

､

こ

れ

と

生

産
的
労
働
と

し
て

の

分
業

労
働
と

の

構
造

的
な

関
連
を

解
明
し

､

第
一

籍
の

分
業
労
働
の

概
念
を

拡

張
し
て

い

る

の

だ

が
､

｢

資
本
制
社
会
の

内
的
構
造
+

の

こ

う
し

た

総
体

(

1
)

的
分
析
な

し

に

は
､

分
業
論
の

体
系
と

し

て

の

ス

ミ

ス

の

経
済
学
の

課
題

は

も

と

よ

り
､

一

般
に

経
済
学
の

体
系
も

､

片
手

落

ち

に

な

る

で

あ

ろ

ぅ
｡

ス

ミ

ス

に

と
っ

て

経
済
学
の

中
で

国
家
財
政
を

論
ず
る

こ

と

が

必

要

不

可
欠
で

あ
っ

た
の

も
､

右
の

理

由
に

よ

る

と
い

え
よ

う
｡

こ

の

点
は

一

般
に

科
学
的
経
済
学
の

体
系
と
い

う
観
点
か

ら
､

高
く

評
価
さ

れ

ね

ば

な

る

ま
い

｡

こ

う
み
て

く
る

と
､

ス

､
､

､

ス

経
済
学
で

は

｢

原
理

論
+

と

財
政

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

(

2
)

学
が

未
分
化
で

あ

り

｢

そ

れ

だ

け

科
学
と

し
て

未
熟
+

だ

と

さ

れ
る

武
田

教
授
の

見
解
は

､

ま
さ

し

く

高
く

評
価
さ

る
べ

き

点
を

低
く

評
価
す
る

も

の

で

は

な
い

か

と
い

う
疑
問
を

生

ぜ

し

め

る

の

で

あ
っ

て
､

｢

国
富
論
+

9

は
､

こ

う
し
た

低
評
価
に

よ
っ

て
一

し

ゆ

う
さ

れ

る

に

は
､

は
る

か

に

健

紆
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全
な

科
学
的
構
想
を

学
び

と

る
ぺ

き

素
地

を

残
す
も
の

と
い

わ
ね

ば

な

る

ま
い

｡

(

1
)

内

田

義
彦
｢

経

済

学
の

雀

誕
+

を

想

起
さ

れ

た

い

｡

こ

の

す
ぐ

れ

た

労
作
で

も

｢

国

富

論
+

第
五

篇
に

関

し
て

は

論

ず
ぺ

き
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