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書

評

小

島

清
著

『

日

本
貿
易
と

経
済
発
展
』

(

国
元

書
房

､

昭

和
三

十

三

年
九

月
､

句

中

∞

＋

宗
ヱ

柴

田

裕

一

過
去
二

年
間
に

わ

た
っ

て

次
々

と

蜃
表
さ

れ
､

そ
の

都
度

､

わ

れ

わ

れ

に

深
い

感

銘
を

興
え

た

著
者
の

諸
論
文
が

加
筆
を

受
け

て

こ

ゝ

に
一

書
に

ま

と

め

ら

れ

た
｡

通
讃
し
､

過
去
に

受
け

た

感

銘
を

さ

ら
に

深
く

す
る

む

の

を

覚
え

る
｡

本
書
が

日

本
の

国
際
経
済
学
の

水
準
を

代
表
す
る

も
の

で

あ

り
､

又
､

本
書
に

お
さ

め

ら
れ

た

諸
論
文
が

過
去
に

そ

う
で

あ
っ

た

よ

ぅ
に

､

今
後
も

わ

れ

わ
れ

の

議
論
の

出
螢
鮎
と

な

る
で

あ

ろ

う
こ

と
を

信

じ
て

疑
わ

な
い

｡

経
済
畿
展
と

闊
際
貿
易
の

基
本
関
連
に

封
す
る

著
者
の

思
索
の

端
緒
と

な
っ

た

も
の

は

主
と

し
て

日

本
経
済
の

畿
展
と

貿
易
に

関
す
る

い

く
つ

か

の

書
記
研
究
で

あ
っ

た

と

思
わ

れ

る

の

で

あ

る

が
､

本
書
の

第
1

編
は
こ

れ

ら

の

賓
讃
研
究
の

成
果
を

お

さ

め

て

い

る
｡

特
に

第
3

章
｢

日

本
の

経

済
嶺
展
と

交
易
僚
件
+

は

最
近
の

わ

が

闘
争
界
の

最
大
の

収
穫
の

一

つ

と

い

わ

れ

て

い

る

篠
原

･

小

島
論
争
の

尊
端
と

な
っ

た

論

文
(

｢

経
済

蔑

展

乃
ィ

.⊥

に

お

け

る

貿
易
の

役

割
+

と

題
し

て

発

話

｢

貿
易

と

関
税
+

一

九
五

六

年

四
､

五
､

六

月

兢
に

掲

載
さ

れ
､

著
者
の

一

九
五

六

年
の

著

書
､

交

易

條

件
の

Ⅲ
･

4

章
の

Ⅰ
に

収

錬
さ

れ

た

も

の
)

が

基
礎
に

な
っ

て

お

り
､

第

4

章
｢

日

本
貿
易
の

垂
展
と

低
質
銀
+

及
び

第
5

章
｢

低
質
銀
と

国
際
競

争
力
+

と

共
に

篠
原
批
判
と
い

う
形
で

日

本
経
済
と

貿
易
の

螢
展
に

関
す

る

通
説
に

封
し
て

な
さ

れ

た

著
者
の

批
判
的
書
記

研
究
で

あ

り
､

か

つ
､

著
者
の

積
極
的
な

理

論
提
示
の

バ

ッ

ク

と

な
っ

た

葦
讃
研
究
で

あ

る
｡

篠

原
･

小

島
論
争
に

お

け

る

著
者
の

立

場
は

よ

く

知
ら

れ
て

い

る

よ

う
に

､

交
易
條
件
の

不

利
化
と

か
一

般
的

低
質
銀
な
い

し

は

綿
業
の

低
い

賃
銀
格

差
と
か

が

日

本
経
済
の

髄
質
的

､

長
期
的
傾
向

な
の

で

は

な

く
て

､

一

九

三

〇
年
代
に

限
っ

て

み

ら

れ
る

傾
向
で

あ
る

と
い

う
こ

と

で

あ

る
｡

著
者

は

日

本
経
済
が

構
造
欒
動
的
脱

皮
と

安
定
的
成
長
を

次
々

に

経
験
し

た

も

の

と

考
え

､

過
去
の

日

本

経
済
に

赤
怒

要
教
授
の

術
語
を

借
り

て

｢

日

本
経
済
の

雁
行
形
態
的
嶺
展
+

を

検
出
し

て

い

る

の

で

あ

る
｡

本
書
の

最

終
章
に

の

ぺ

ら

れ

て

い

る

著
者
の

最
近
の

到
達
鮎
と

き

れ

た

見
解
に

よ

れ

ば

構
造
攣
動
期
は

と
【

(

-

苦
-

～
○
ひ

塀
)

ト

E
(

-

浬
¢

～
N

-

塀
)

ト

葛
ゝ

(

-

器
阜

～
い

N

塀
)

ト
寸

ゞ
(

葬
藤
～
-

諾
}

命
)

の

四

期
で

あ

り
､

ト
一

期
は

農
業
中
心

か

ら

繊
維
工

業
を

持
つ

よ

う
に

な
っ

た

生

産
の

多
様
化
が

行
わ

れ

た

期
､

ト

定

期
は
こ

れ

ら
の

生

産
の

能
率
化
が

行

わ

れ

た

期
､

ト
コ
｢

』

期
は

そ

れ

ら
の

産
業
の

は

か

に

重

化
畢
工

業
を

撰
大
し

た

次
の

多
様
化
的

構
造

欒
動
期

､

ヽ
一

正

期
は

多
様
化
さ

れ

た

生

産
の

能
率
化
が

行
わ

れ

た

能

率
化

的
構
造

欒
動
期
で

あ
る

｡

こ

れ

ら
の

構
造
変
動
期
の

中

間
が

安
定
的

成
長
期
と

考
え

ら

れ
る

わ

け
で

あ
る

｡



産
業
構
造
の

雁
行
形
態
的
嶺
展
は

そ
れ

に

後
行
し

て

輸
出
構
造
の

雁
行

形
態
的
畿
展
を

生

み

出
す

｡

然
し

な
が

ら
､

産
業
構
造
の

雁
行
形
態
的
番

展
は

そ

れ

に

先

行
す
る

輸
入

構
造
の

雁
行
形
態
的
畿
展
を

必

要
と

す
る

｡

さ

ら

に

は
､

輸
出
構
造
の

そ
れ

が

輸
入

構
造
の

そ

れ

を

さ

さ

え

る

も
の

で

ぁ

る
｡

構
造

欒
動

期
に

は

輸
入
が

激
増
し

て

輸
入

性
向
が

大
と

な

る
｡

そ

し

て
､

構
造

欒
動

期
か

ら

安
定
的
成
長
期
の

前
半
に

か

け

て

入

超
の

傾
向

が

緩
く

｡

こ

の

入

超
を

さ

さ

え
る

為
に

蓄
積
外
貨
の

存
在
又

は
､

外
囲
資

金
の

流
入

が

必

要
で

あ

る
｡

又
､

構
造
欒
動
期
に

は

交
易
條
件
は

一

般
に

有
利
化
し
､

資
本

財
輸
入
の

費
用
を

割
安
に

す
る

傾
向
が

見
ら

れ

る
｡

安

定
的
成
長
期
に

お
い

て

は

新
し
い

輸
出
構
造
が

漸
次
確
立

さ

れ

新
興
産
業

の

コ

ス

ト

は

急
速
に

低
下
し
､

輸
出
伸
張
が

雇
傭

横
合
を

摸
大
し
､

輸
入

構
造
も

安
定
し
て

､

輸
入

性
向
は

ノ

ー

マ

ル

な

水

準
に

ま
で

下
る

傾
向
を

見
せ

､

又
､

交
易
條

件
は

不

欒
に

維
持
さ

れ

る

の

で

貿
易
利
益
は

増
大
し
､

輸
出
伸
張
は

出
超
化
を

も

た

ら

し
て

外
貨
の

蓄
積
が

次
の

構
造
奨
動
を

刺

戟
し
､

か

つ

支
持
す
る

も
の

と

な
る

｡

然
し

な

が

ら
､

安
定
的
成
長
が

終

末
に

近
づ

く

と
コ

ス

ト

低
下
は

行
き

づ

ま

り
､

む

し

ろ

逓
増
に

樽
じ

､

又
､

新
興
産

業
に

封
す
る

内
外
需
要
損
張
の

限
界
に

つ

き

あ

た

り
､

特
に

､

海

外
市
場
は

日

本
よ

り

も

後
進
の

圃
が

日

本
よ

り

や
～

遅
れ
て

日

本
と

同
じ

評

費
展
径

路
を

と
る

と

き
､

同
質
化
の

た

め

急
速
に

需

要
の

限

界
に

達

す

( 7 1 ) 書

る
｡

そ
こ

で

別
の

車
H

叩

を

も

生

産
し

､

輸
出
す
る

こ

七

を

可
能
に

す
る

多

様
化
的
構
造
欒
動
か

､

従
爽
の

輸
出
品
の

競
争
力
を

強
化
す
る

能
率
化
的

構
造
欒
動
が

必

要
と
さ

れ

る

時
期
が

来
る

｡

一

方
に

お

い

て
､

安
定
的
成

長
期
に

お

け
る

資
本
の

蓄
積
が

構
造
壁
動
を

有
利
と

し
て

そ

れ

に

踏
み

切

ら
せ

る

事
情
も

存
在
す
る

｡

と
こ

ろ
で

以

上
の

プ

ロ

セ

ス

の

特
殊
の

場
合

と

し

て
､

多
様
化
的
構
造
攣
動
期
の

入

超
を

ま

か

な

う
十

分
な

蓄

積
外
貨

を

持
た

ず
､

又
､

外
囲
資
本
の

流
入

も

な
い

よ

う
な

場
合
(

さ

ら

に
､

こ

の

時
期
に

日

本
が

封
外
投
資
を

増
や

す
よ

う
な

場
合
)

､

必

然

的
に

輸

出

ド

ラ

イ

ブ

に

よ
っ

て

必

要
資
金
を

手
に

入
れ

る

必

要
が

あ

り
､

こ

の

こ

と

は

交
易
條
件
の

悪
化
を

必

要
と

し
､

さ

ら
に

､

海
外
市

場
で

の

償
棉
競
争

の

必

要
か

ら

能
率
化
的
構
造
欒
動
を

同
時
に

必

要
と

す
る

場
合
に

は
､

伸

ば

す
べ

き

産
業
以

外
の

産
業
に

お

け

る

資
本
集
約

度
の

低
下

､

能
率
段
階

の

引
下
げ

､

貴
賓
賃
銀
の

切

下
げ

､

従
っ

て
､

産
業
間
賃
銀
格
差
の

蜃
生

な

ど

が

必

然
的
に

生
ぜ

ざ

る

を

得
な
い

で

あ

ろ

う
｡

以

上
の

べ

た

よ

う
な

プ
ロ

セ

ス

が

世

界
大
恐

慌
の

影
響
を
一

應
度
外
視

し

た

時
の

戦
前
の

日

本
経
済
と

貿
易
の

襲
展
に

封
す
る

著
者
の

見
解
で

あ

.

り
､

右
に

の

べ

た

特
殊
な

構
造

欒
動
期
が

h

一

正
(

-

空
中

～
い

○

に

あ

た
る

こ

と

は
い

う
ま
で

も

あ

る

ま
い

｡

賓
讃

分
析
を

貫
く

著
者
の

硯
鮎
は

構
造

攣
動
に

力
鮎
を

お

く

も

の

で

あ

り
､

著
者
が

言
う
よ

う
に

長
期
的
な

直
線

的
成
長
を

強
調
す
る

解
明
や

景
気
循
環
的
観
鮎
に

立
つ

分
析
と

は

異
な

る

新
し
い

見
方
で

あ

る
｡

そ

し
て

､

こ

の

よ

う
な

見
方
こ

そ

が

将
来
の

計
量

と

か

政
策
に

も

適
用
し

得
る

尊

展
の

経
験
法
則
を

捉
え

る
こ

と

を

可
能
に

す
る

も

の

で

あ

る

と
い

う
の

が

著
者
の

考
え

で

も

あ

る

で

あ

ろ

う
｡

事

賓
､

第
1

編
第
2

章
の

｢

日

本
の

経
済
嶺
展
と

貿
易
依
存
度
+

に

は

構
造

的
硯
鮎
に

も

と
づ

く

貿
易
依
存
度
の

貴
君
約
分
析
か

ら
､

一

九
五

一

年
1

一

九
六

二

年
の

正

常
輸
入

依
存
度
濠

測
が

行
わ

れ

て

よ

り
､

第
1

章
の

｢

世
界
貿
易
の

回
復
と

日

本
の

市
場
+

で

は

世
界
経
済
の

産

業
構
造
の

攣

他
に

も

と
づ

く

国
際
分
業
構
造
の

欒
化
か

ら
､

婿
爽
の

日

本
は

急
速
な
工

イ

⊥

業
牝
と

そ
の

高
度
化
を

は
か

る

こ

と
こ

そ

が

市
場
を

腰
大
す
る

最
大
不

可

∬
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鰊
の

動
力
で

あ
る

と

強
調
さ

れ

て

い

る

の

で

あ
る

｡

と
こ

ろ
で

､

本
書
の

特
色
は

す
で

に

紹
介
し

た

第
1

編
の

賛
否
的
分
析

と

密
着
し
て

第
2

編
の

理

論
的
一
般
化
か

ら

構
成
さ

れ
て

い

る

こ

と

で

あ

る
｡

構
造
攣
動
と

安
定
的
成

長
､

生

産
の

多
様
化
と

能
率
化
の
.
原
理

的
究

明
､

さ

ら
に

は
､

､
経
済
蜃
展
と

交
易
保
件
の

関
係
の

原
理

的
究
明

が

第
2

編
に

お

さ

め

ら

れ

て

い

る
｡

著
者
の

意
囲
す
る
の

は

従
来
の

穀
を

破
っ

て

い

か

に

し

て

適
切

滋

正

し
い

国
際
経
済
の

動
態
理

論
を

見
出
す
か

と
い

う

鮎
に

あ

る
｡

そ

れ

は

商
品
の

レ

ベ

ル

か

ら

生

産
要
素
の

レ

ベ

ル

に

ま

で

つ

っ

こ

ん

で
一

国
の

比

較
生

産
費

､

産
業
構
造

､

交
易
條
件

､

そ

し
て

世
界

貿
易
に

占
め

る

地

位
の

攣
化
を

明
ら
か

に

す
る

よ

う
な
モ

デ
ル

を

提
出
す

る
こ

と

で

あ

る
｡

第
2

編
の

第
7

一章
｢

資
本
蓄
積
と

国
際
分
業
+

､

第
. 8

章

｢

資
本
蓄
積
と

産
業
構
造
+

及
び

第
9

章
｢

経
済
蟄
展
+

の

各
章
は
こ

の

烏
に

充
て

ら

れ
て

い

る
｡

著
者
の

立
場
は

国
際
的

要
素
償
椅
均
等
論
の

動

態
化
で

あ
る

と

言
っ

て

よ
い

よ

う
に

思
う
の

で

あ
る

が
､

第
2

編
の

最
初

の

章
で

あ
る

第
6

毒
｢

此
較
生

産
費
の

決
定
因
+

が

国
際
的
生

産
要
素
償

椅
均
等
論
の

再
吟
味
に

あ
て

ら

れ

て

い

る
の

も
こ

の

畠
で

あ

ろ

う
｡

第
1

編
の

日

本
経
済
の

賓
讃
分
析
に

つ

い

て

は

著
者
の

業
績
に

封
七

て

今
ま
で

に

賛
否
研
究
家
か

ら

賛
同
的
な

又

は

批

判

的

な

嶺

言
が

あ
っ

た

し
､

又
､

今
後
も

本
書
の

出
版
を

横
線
に

し
て

数
多
く

議
論
さ

れ

る

こ

と

で

あ

ろ

う
か

ら

革
に

紹
介
す
る

に

と

ど

め

よ

う
｡

た
ゞ

､

私
は

著
者
の

分

析
頑
野
に

勤
し
て

同
調
す
る

も

の

で

あ

る
こ

と

を

記
し
て

お

き
た

い

｡

第

2

編
の

諸
論
文
に

つ

い

て

以

下
若

干
の

コ

メ

ン

ト

を

記
し

た

い

の

で

あ

る

が
､

第
8

章
と

第
9

章
に

重

鮎
を

置
き
た

い

と

思
う

｡

私
は

著
者
の

国
際

分
業
の

動
態
理

論
の

構
想
に

啓
畿
さ

れ
る

研
が

多
く

､

最
も

重

要
で

あ

る

と

思
わ
れ

る

第
7

章
の

論
文
に

射
し
て

は

著
者
の

理

論
の

進
展
に

協
力
す

花

る

意
味
で

､

第
7

章
と

同

題
の

研

究
ノ

ー

ト

を

す
で

に

餞
表
し

て

い

る

か

上

ら
で

あ

る

(

経
済
研

究
､

一

九
五

八
･

一

)

｡

こ

第
八

草
｢

資
本
蓄

積
と

産
業
構
造
+

に

つ

い

て
｡

川
本

章
の

著
者
の

結
論
の

一

つ

は

同
一

の

資
本

･

螢
働
比

率
段
階
に

お

い

て

能
率
化
選
好
を

と

れ
ば

鶉
蓄
積
を

維
持
出
来
る

が

多
様
化

選
好
を

と

れ

ば

弱

蓄
積
に

陥
り

､

能
率
化
選
好
の

場
合
に

比
べ

て

能
率
段
階
を

低
め

ね

ば

な

ち

な
い

し
､

又
､

資
本
蓄
積
が

進
み

資
本

･

労
働
比

率
が

高
ま

る

場
合
に

も
､

能
率
化
邁
好
を

と

れ

ば

張
番
積
を

維
持
出
凍
る

が
､

多
様
化

選
好
を

と

れ
ば

弱
蓄
積
に

陥
り

や

す
い

､

と
い

う
こ

と
で

あ
る

｡

こ

ゝ

で

強
(

又

は

弱
)

蓄
積
と
は

資
質
賃
銀
が

上

昇
(

又

は

下
落
)

す
る

こ

と

を

意
味
し
て

お

り
､

能
率
化
す
る

と

は

要
素
慣
楷
比

率
が

労
働
に

有
利
に

な

る

こ

と
を

意
味
し
て

い

る
｡

著
者
は

以

上
の

こ

と

を

数
字
例
に

基
い

て

議

論
し

て

い

る

の

で

あ
.
る

が

著
者
の

モ

デ

ル

か

ら
一

般
的
に

議
論
す
る

こ

と

も

可
能
で

あ

ろ

う
｡

こ

の

興
味
あ
る

結
論
を

導
き

出
せ

た

こ

と

は

著
者
の

モ

デ
ル

の

す
ぐ

れ
て

い

る
こ

と

を
あ

ら
わ

す
も

の

と

考
え

る
｡

し

か

し
､

窮
蓄
積
の

場
合
は

｢

利
潤
率
も

お

そ

ら

く

低
下
す
る
+

(

二

七

五

頁
)

と
い

ぅ
判
断
は

ど

う
で

あ

ろ

う
か

｡

著
者
の

モ

デ
ル

で

強
い

て

利
潤
率
を

求
め

よ

う
と

す
れ

ば
､

資
本
債
椅
が

1

で

コ

ン

ス

タ
ン

ト

で

あ

る

時
､

能
率
化

(

す
な

わ

ち
､

張
蓄
積
化

)

が

あ
る

時
､

各
財
の

資
本
で

測
っ

た

慣
格
が

ど

う

欒
る

か

を

調
べ

る

こ

と

で

あ

る
｡

第
8 1

表
(

二

六

六

頁
)

に

よ
れ

ば

各
財
の

慣
格
は
い

ず
れ

も
上

昇
す
る

｡

従
っ

て
､

こ

の

こ

と
か

ら

言
え
ば

｢チ苧二即

レ
■

ノ'



評

7
､

(･7 3 ) 書

弱
蓄
積
化
は

利
潤
率
を

檜
す

と

言

わ

ね

ば

な

ら

ぬ
｡

著
者
は

他
の

場
所

(

三

七

四

頁
)

で

利
子
率
と

利
潤
率
の

欒
動
方
向

が

同
じ
で

あ
る

と

書
い

て

お

り
､

又
､

資
本

債
格
は

貨
幣
利
子

率
で

あ

る

と

書
い

て

い

る

(

二

六

六

頁
)

｡

し

た

が
っ

て
､

著
者
の

モ

デ

ル

に

関
す
る

限
り

､

非
能
率
化
(

し

た

が
っ

て

弱
蓄

積
化
)

は

利
潤
率
の

上

昇
を

伴
う
と

解

す
ぺ

き

で

あ

ろ

>

フ
0

何
者
者
は

農
業
部
門
へ

の

資
源
配
分
比
重

(

農
業
部

門
で

使
用
さ
れ

る

労
働
量
ん
の

労

働
総
量
エ

に

封
す
る

此
)

の

減
少
化
を

工

業
化
な
い

し

生

産
の

多
様
化
の

指

標
と

し
て

い

る
｡

多
様
化
に

つ

い

て

は

問
題
は

な
い

｡

然
し
､

工

業
化
の

指

標
と

し
て

使
う
こ

と

は

適
嘗
で

な
い

｡

前

損
の

私
の

研
究
ノ

ー

ト

の

糾
式
か

ら

生
エ

は

次
の

よ

う
に

求
め

ら

れ

る
｡

叫

苛
･

封
こ

+

苛
･

小
＋

如

叫
･

小

卜
白

‖

も
哩

-

-

こ

～

で

鶴
は
コ

ン

ス

タ
ン

ト

な

大
き
さ

で

1

よ

り

大
で

か

つ

も
吐

∨
も

噂

で

あ

り
､

鮎
は

著
者
の

能
率
化
の

程
度
を

あ

ら

わ

す

指

標
で

､

鮎
が

大

(

又
は

小
)

と

な

る
こ

と

は

能
率
段
階
の

上

昇
(

又

は

下
落
)

を

意
味
す

る
｡

右
式
か

ら

鮎
が

大
に

な

れ
ば

立
エ

を

大
に

す
る

傾
向

は

あ

る
が

､

同
時
に

重

化
学
部
門
の

資
漁
配
分
比

率

互
エ

が

小
に

な

れ
ば

結
果
と

し

て

立
エ

が

小

に

な

る

可
能
性
も

存
在
す
る

｡

し

た

が
っ

て
､

著
者
の

言

う
能
率
化
選
好
が

常
に

農
業
セ

ク

タ
ー

を

大
き

く

維
持
す
る

と

は

言
え

な

ヽ

一U
-

∨

川
要
素
慣
格
差
の

各
財
の

相
封
償
格
に

輿
え

る

影
響
に

関
す
る

著
者
の

説
明
は

非
常
に

興

味
あ
る

も
の

で

あ
る

｡

著
者
の

説
明
は

数
字
例
に

頼
っ

て

い

る

の

で

著
者
の

モ

デ
ル

か

ら

出
て

蘇
る

一

般
的
な

澄
明
を

興
え
て

お

き
た

い

と

思
う

｡

問
題
は
こ

う
で

あ

る
｡

g

(

農
産
物
)

と
y

(

軽
工

業

品
)

の

二

財
の

場
合
に

限
っ

て
､

あ

る

資
本

･

螢
働
比

率
段
階
に

お

い

て
､

ア

財
の

g

財
に

封
す
る

償
椅
此

が

国
際
債
格
此
よ

り

高
い

と

し

よ

う
｡

一

段
と

能
率
段
階
を

高
め

る

可
能
性
が

あ

る

と

す
る

時
､

仲
南
財
生

産
共
に

能
率
段
階
を

高
め

る

場
合

､

仲
之

財
生

産
の

み

高
め
る

場
合

､

仲
ア

財
生

産
の

み

高
め

る

場
合
の

三
つ

を

考
え

､

さ

ら

に
､

能
率
段
階
を

高
め

る

場

合
に

､

糾
資
本
慣
格
を

今
ま

で

よ

り

引
下
げ
る

か
､

又
は

何
螢
働
債
椅
を

今
ま
で

よ

り

引
上

げ
る

か

の

二

つ

の

サ
ブ

･

ケ
ー

ス

を

考
え
る

｡

前
者
は

努
働
を

単
位
と

し
､

後
者
は

資
本
を

革
位
と

し
て

財
慣
椅
を

測
っ

て

慣
椅

此
を

考
え
れ

ば

よ

い
｡

初
期
の

能
率
段
階
が

私
の

前
掲
研
究
ノ

ー

ト
の

記

競
を

使
っ

て

鮎
で

あ

ら

わ

せ

ば
､

一

段
と

高
い

能
率
段
階
は

息
§

(

Q

V

こ

で

あ

ら

わ
せ

る
｡

初
期
に

お

け

る
y

財
の

g

財
に

封
す
る

償
櫓
比
は

帯

締
こ
(

電
車
人
も

モ

で

あ
る

(

記
競
に

つ

い

て

は

前
掲
拙
稿

研
究
ノ

ー

ト

を

参
照
さ

れ

た

い
)

｡

も

ち

ろ

ん
､

財
債
椅
を

努
働
で

測
っ

■て
も

資
本
で

測
っ

て

も

同

じ

で

あ

る
｡

ケ
ー

ス

の
の

償
椅
此
を

卑
糾
の

場
合
を

年
00
の

彗
星
現
と

し
､

仙
-
叫
と

何
の

組
合
せ

ら

れ

る

時
プ

ラ

イ
ム

を
つ

け
て

あ

ら
わ

す
と

次
の

如
く
で

あ
る

｡

七
N
N

=

毎
N

N

=

屯
×

(

且
㌣
1

㌣

b
N
-

=

句
×

(

且
甘

b
､

巴

=

句
×

(

且
甘
⊥

､

計
=

屯
×

(

且
⊥
ヾ

毎
-

N

=

拇
×
(

且
丁
旨

J 乙ヲ

き
‥

ー

L

■､p

-!

.い
一

r

〉

･
㌻

ト

･⊥
.h

l
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橋論叢 第四 十
一

奄 第 二 競 ( 7 4 )

こ

ゝ

で
､

･
ん

と
･

袖
は
g

財
と
ア

財
に

つ

い

て

の
一

次
同
次
の

ダ
グ

ラ

ス

型

生

産
函
数
の

努
働
量
の

憲
の

大
き

さ
で

あ
る

｡

ア

財
の

方
が

資
本
集
約
的

財
で

あ
る

か

ら

計
∨
㌧
b

で

あ
る

｡

♀

∨
-

に

注
意
す
れ

ば

右
の

各
式
か

1

9
】

ら
､

筏
と

吼
を

除
い

て

∬

よ

り

小

で

あ

る

こ

と
が

分
り

､

又

こ
計
∨

良
和

∨

顎
N
-

で

あ

る
こ

と

が

わ

か

る
｡

例
え

ば

新
し

く

輿
え

ら
れ

る

債
椿
此

が

践
よ

り

小
で

あ
る

と

す
れ
ば

､

こ

の

園
で

は

自
由
貿
易
の

ま
1

で

外
囲
に

開
か

れ
て

い

る

こ

と
が

出
爽
な
い

が
､

も

し
､

要
素
債
格
差
を

設
け
る

こ

と

が

出
来
る

な

ら
ば

､

利
潤
率
格
差
を

設
け
て

ア

財
部
門
の

み

能
率
段
階

を

あ

げ
る

か
､

又
は

､

貨
銀
率
格
差
を

設
け
て

g

財
部
門
の

み

能
率
段
階

を

あ

げ
る

こ

と

に

貿
易
状
態
を

績
け
る

こ

と
が

出
来
る

わ

け

で

あ

る
｡

と

く
に

､

後
者
は
ア

財
の

国
際
的
償
棉
競
争
に

関
し

て

指
導
的
立

場
を

と
る

こ

と

を

可
能
な

ら

し

め

そ

う
で

あ
る

か

ら
､

過
去
の

日

本
経
済
の

畿
展
を

説

明
す
る
こ

と

が

出
来
る

よ

う
に

思
わ

れ

る
｡

逆
の

場
合
も

考
え

る

こ

と

が

出
来
る

｡

あ
る

国
が

主
上

を

減
少
し

エ

業
化
を

計
る

場
合
に

は

南
財
の

能
率
段
階
を

一
率
に

下
げ
る

こ

と

は

不

可

能
で

あ
る

が

ア

財
部
門
の

賃
銀

率
を

切

下
げ
る

か

又
は
g

財
部
門
の

利
潤

率
を

切

下
げ

る

こ

と

に

よ
っ

て

可
能
で

あ

る
｡

し

か

も
一

般
に

y

財
の

国

際
競
争
力
を

増
す
わ

け
で

あ
る

が

と

く
に

前
者
の

場
合
に

そ

う
で

あ
る

｡

又
､

ア

財
の

国
際
競
争
力
を

増
し

な

が

ら

与
エ

を

極
小
に

す
る

の

は

後

者
で

あ
る

と

い

う
こ

と

が

著
者
に

よ
っ

て

明

ら
か

に

さ

れ

て

い

る
｡

以

上

の

議
論
は
三

財
の

場
合
に

も

撰
張
出
来
る

の

で

あ
っ

て
､

著
者
の

重

要
な

費
見
と

い

う
こ

と

が

出
衆
よ

う
｡

三

第
9

垂
｢

経
済
畿
展
と

交
易
條
件
+

に

つ

い

て
｡

著

者

は

三

つ

の

命

指

題
､

す
な

わ

ち
､

長
期
的
交
易
條
件
恒
常
性
の

命
題

､

構
造
的
交
易
條
件

J

不

利
化
の

命
題
及
び

後
進
国
交
易
條
件
不

利
化
の

命
題
を

理

論
的
に

解
明

し

ょ

ぅ
と

し
て

い

る
｡

し

か

し
､

著
者
の

試
み

は

成
功
し
て

い

る

と

は

思

え

な
い

｡

り
第

一

命
題
に

つ

い

て

は

著
者
は

諸
国
の

生

産
構
造
と

需
要
構
造
が

比

較
的
に

安
定
し

､

国
際
分
業
関
係
と

貿
易
方

向
も

わ

り

あ
い

に

安
定
し
て

い

る

期
間
が

交
易
保
件
の

長
期
的
恒
常
期
で

あ

る

と

し
､

恒
常
的
で

あ

る

傭
件
と

し
て

二

園
モ

デ
ル

を

取
り

あ

げ

る

と

静
態
均
衡
の

安
定
條
件
を

み

た

し

(

す
な
わ

ち
､

両
国
の

純
輸
入

需
要
弾
力
性
の

和
が

1

よ

り

大
で

､

両
国
共
に

特
化
す
る

こ

と

が

な
い

こ

と
)
､

か

つ
､

南
国
の

経
済
成
長
の

方

向
が

一

定
で

成
長
率
も

均

等
で

あ
る

こ

と

を

あ

げ
て

い

る
｡

非
特
化
が

静

態
均
衡
の

安
定
の

急
に

必

要
で

あ
る

と

い

う
こ

と

が

疑

問
で

あ
る

こ

と

は

別
と

し
て

も
､

静
態
均
衡
の

安
定
條
件
が

特
に

長
期
的
交
易
候
件
恒
常
性

の

為
に

必

要
で

あ

る

と

は

思
わ

れ

な
い

｡

一

定
の

国
際
的
な

需
要
條
件
と

供
給
條
件
が

輿
え

ら

れ

た

時
に

､

国
際
的
需
給
の

均
衡
に

つ

い

て

確
定
的

な
こ

と
を

語
り

得
る

為
に

均

衡
が

安
定
で

あ
る

こ

と
が

必

要
な
の

で

あ
っ

て
､

例
え

ば

供
給
側
の

條
件
が

順
次
登
り

､

そ

の

結
果

､

交
易
條

件
が

順

次
一

定
の

方
向
に

襲
っ

た
と

し
て

も
､

そ

の

時
々

の

交
易

條
件
に

つ

い

て

確
定
的
な
こ

と

を

語
り

得
る

為
に

均
衡
の

安
定
性
が

充
さ

れ

て

い

な

け
れ

ば

な

ら
ぬ

の

で

な
い

だ

ろ

う
か

｡

又
､

経
済
成
長
の

方
向
が
一

定
で

あ
っ

て

経

済
成
長
率
が

同
じ

で

あ

る

と
い

う
の

は

典
型
的
に

は

生

産
函
数
と

需

要
函
数
が

不

欒
で

あ

り
､

生

産

要
素
を

労
働
と

資
本
と

す
れ

ば

そ
の

此

率

が

不

壁
の

ま
ゝ

で

増
加
し

蹟
け

る
こ

と
で

あ
る

と

さ

れ

て

い

る

が
､

著
者



( 7 5 ) 書 評

も

他
の

場
所
(

九

八

東
註
6
)

で

引
用
し

て

い

る

ジ
ョ

ン

ス

ン

の

式
に

も

示
さ

れ

て

い

る

よ

う
に

､

需
要
函
数
が

一

定
と
い

う
條
件
の

ほ

か

に
､

両

国
の

輸
入

需
要
に

対
す
る

所
得
弾
力
性
が

等
し
い

と

い

う
條
件
が

必

要
で

あ

り
､

著
者
の

議
論
の

基
礎
に

な
っ

た

第
九

･

四

囲

(

二

九

〇

頁
)

で

は

滑
費
無
差
別
曲
線
を

措
く
の

に

同
心

囲
的
手
法
が

用
い

ら

れ

て

い

る

為
に

南
国
に

お

い

て

各
財
の

滑
費
に

封
す
る

所
得
弾
力
性
が

と

も

に

1

で

あ

る

こ

と
か

ら
､

こ

の

僕
件
を

充
す
よ

う
に

な
っ

て

い

る

こ

と

に

注
意
す
べ

き

で

あ

ろ

う
｡

さ

ら
に

､

著
者
の

僕
件
は

南
国
の

貿
易
収
支
が

常
に

均
衡
し

つ

ゝ

あ

る

時
の

條
件
で

あ
る

の

で

あ

る

が
､

長
期
に

わ
た

る

分
析
の

場
合

に

は
､

少
く

と

も

国
際
資
本
移
動
を

も

支
配
的
原
因
に

入
れ

て

交
易
僕
件

の

恒

常
性
を

解
明
す
べ

き
で

な

か

ろ

う

か
｡

∽

中
造
園
に

つ

い

て

第
2

命
題
の

吟
味
す
る

際
に

用
い

ら

れ
た

第
九

･

六

囲
は

極
め
て

興
味
深
い

も
の

で

あ

る

が
､

合

成
経
済
成
長
径
路

､

し
た

が
っ

て

合
成
オ

ッ

フ

ァ

ー

曲
線
が

同
園
に

お

け

る

よ

う
に

描
き

得
る

條
件

が

示

さ

れ
て

あ
っ

て

欲
し
い

と

思
わ
れ

る
｡

さ

ら

に
､

第
九

･

五

囲
及
び

第
九

･

六

国
は

厳
密
に

第
2

命
題
を

解
明
す
る

も
の

で

な
い

｡

南
国
で

は

構
造
聾
動
を

行
う
園
の

交
易
保
件
が

有
利
化
す
る

場
合
も

含
ま

れ
る

し
､

第
九

二
ハ

囲

で

は

中
造

園
の

交
易
條
件
が

不

利
化
す
る

と

必

然
的
に

先
進

国
の

そ

れ

も

不

利
化
し
､

中
進
国
の

そ

れ

の

み

不

利
化
す
る
こ

と

を

説
明

出
来
な
い

の

で

あ

る
｡

こ

の

命
題
の

解
明
の

為
に

は

む

し

ろ
､

構
造
欒
動

を

産
業
構
造
の

多
様
化
と

狭
く

定

義
し

､

第
7

茸
の

モ

デ
ル

に

頼
る

ぺ

き

で

あ
っ

た
と

思
わ

れ

る
｡

の
第
3

命
題
が

な
り

立
つ

理

由
と

し
て

､

キ

ン

ド

ル

バ

ー

ガ

ー

が
.
あ

げ

た

先
進
国
は

よ

り

大
き

い

資
漁
韓
用
能
力
を

持
つ

と
い

う
こ

と
を

著
者
は

先
進

国
が

よ

り

高
い

資
本

･

努
働
比

率
を

持
つ

こ

と
か

ら

説
明
し
､

よ

う
と

し

た
の

は

注
目
す
べ

き
こ

と

で

あ

る
｡

著
者
は

資
本

･

努
働
比

率
の

低
い

後
進

国
は

欒
形
曲
線
が

直
線
と

な
り

易
く

(

た
ゞ

し
､

第
9･ 10

囲
の

作
図
が

可
能
な

理

由
と

し
て

は

著
者
が

い

う
よ

う
に

出
来
る

だ

け

雇
傭
を

増
や

す

馬
と
い

う
よ

り
､

労
働
が

不

完
全
雇
傭
の

場
合
に

は

労

働
は

自
由
財
と
な

り
､

償
っ

て
､

各
財
の

生

産
に

お

い

て

労
働

･

資
本
比

率
を

最
大
に

す
る

こ

と

が

有
利
で

あ
る

と
い

う
理

由
の

方
が

適
切

で

あ
る

と

思
う

｡

他
の

髪

形
曲
線
の

直

線
部
分
が

描
か

れ

る

理

由
も

同
様
で

あ

る
｡

又
､

著
者
の

よ

う
に

ボ
γ

ク

ス

･

ダ

イ
ヤ

グ

ラ
ム

に

お

け

る

各
財
の

生

産

函
数
の

上

限
と

下
限
の

き

め

方
で

は

壁
形
曲
線
の

曲
線
部
分
の

終
鮎
が

二

財
の

生

産
函
数

の

下
限
又
は

上

限
の

交
鮎
に

な
る

よ

う
に

作
囲
さ

る
べ

き

理

由
は

な
い

よ

う
に

思
わ

れ

る
)

､

先
進

国
の

場
合
は

欒
形
曲
線
が

曲
線
部
分
を

多
く

持

ち

易
い

こ

と
､

さ

ら

に

後
進

国
の

生

産
物
に

対
し

て

は

潜
在
的

競
争
が

大

き
い

こ

と

か

ら

第
3

命
題
を

澄
明
し

ょ

う
と

し

て

い

る
｡

し

か

し
､

こ

の

澄
明
の

為
に

利
用
さ

れ

た

第
9 ･3

固

(

二

図
の

う
ち

一

国
の

攣
形
曲
線
が

直

線
で

他
国
の

そ

れ

が

原
鮎
に

封
し
て

凹
で

あ
る

曲
線
の

場
合
の

オ

ソ

フ

ァ

ー

曲
線
分
析
の

囲
)

は

後
進

国
の

生
産
物
に

封
す
る

潜
在
的
競
争
が

大
き

い

場
合
に

交
易
保
件
が

不

欒
に

保
た

れ

る

傾
向
が

あ
る

こ

と
を

あ

ら
わ

す

の

で

あ
っ

て

不

利
化
す
る
こ

と

を

あ

ら

わ

す
も
の

で

は

な
い

の

で

な

か

ろ

う
か

｡

著
者
は

又
､

最
後
に

､

各
財
の

世
界
償
椅
比

率
が

攣
っ

た

場
合
に

先
進
国
の

交
易
條
件
が

有
利
に

保
た

れ

る

可
能

性
を
の

べ

て

い

る

が
､

問

題
は

ど

う
し
て

世
界
債
樽
比

率
が

燈
る

か

と
い

う
こ

と

で

は

な

か

ろ

う

か
｡

∂

第
9

葦
の

論
文
は
お

そ

ら

く
､

琴
ノ

章
の

論
文
よ

り

以

前
に

書
か

れ

た

∬

㌧

.ト

..F

､ぐ

ト
レ
L

ト
+

乱

酔
い

.■ト
ト

Fチ

ト
卜

し

∴

.巨
ト
.

L

F

hL

｢

い

｢

…
巨

か

転
+
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宅‾二

と

思
わ

れ

る

の

で

あ

る

が
､

第
3

命
題
も

第
7

章
の

モ

デ
ル

に

邁

嘗
な

需

要
側
の

條
件
を

入

れ

る

こ

と
に

よ
っ

て

よ

り

遠
雷
に

解
明
さ

れ
る

も
の

と

思
う

｡

四

最
後
に

最
終
章
た

る

第
1 0

章
｢

経

済

尊

展
と

貿
易

利
益
+

の

第
4

節

｢

貿
易
利
益
の

促
え

方
+

に

ふ

れ

て

お

き

た
い

｡

こ

1

で

い

う
貿
易
利
益

は

無
貿
易
か

ら

貿
易
状
態
に

移
る

時
の

利
益
で

は

な

く
し

て

経
済
費
展
を

貿
易
は

い

か

に

助
長
す
る

か

と
い

う
こ

と

で

あ

る
｡

著
者
は

構
造
欒
動
期

の

貿
易
利
益
と

安
定
成
長
期
の

そ
れ

と

を

分
け

､

後
者
に

つ

い

て

は

貿
易

が

い

か

に

資
本
蓄
積
に

貢
麒
す
る

か

を

考
究
す
べ

き

だ
と

言
っ

て

お

り
､

前
者
に

つ

い

て

は

慣
格
効
果
と

生

産
力
効
果
に

分
け
て

考
察
す
べ

き
で

あ

る

と

し

て

い

る
｡

と
こ

ろ
で

､

こ

ゝ

で

償
椅
効
果
と

言
わ

れ

る

も
の

は

著

者
が

説
明
の

基
礎
に

し
て

ノ

い

る

第
1 0 ･3

囲
に

つ

い

て

言
え

ば

交
易
條
件
線
ぁ

の

も

と
で

生

産
鮎
が

欒
形
曲
線
此

上

で

P

か

ら

¢
に

移
る

こ

と

な
の

で

あ

る

が
､

正
し

く
は

髪
形
曲
線
が
ク

鮎
で

屈
折
す
る

よ

う
な
二

つ

の

直
線

部

解
､

汀

､
飛
パ

分
か

ら

形
の

も
の

か

ら
､

曲

線
の

皿

形
の

も
の

に

襲
っ

七

と

解
繹
す
べ

き

得

で

あ

る
｡

･
す
な

わ

ち
､

二

財
の

生

産
が

固
定
要
素
比

率
の

も
の

で

な

さ

れ

ヱ

る

状
態
か

ら
､

伸
縮
的
な

比

率
の

も

と

で

な

さ

れ
る

よ

う
に

技
術
水
準
が

攣
っ

た
の

で

あ
る

｡

従
っ

て
､

資
本
蓄

積
を

磨
く

技
術
欒
化
を

も

含
め

て

考
え
る

な

ら

ば
､

著
者
の

問
題
は

構
造
欒
動
期
と

安

定

成

長

期
を

問
わ

ず
､

貿
易
が

い

か

に

資
本
蓄

積
を

助
長
す
る

か

と

い

う
こ

と
に

節
す
る

｡

こ

の

間
題
は

古
く

し
て

新
し

い

問
題
で

あ

り
､

別
の

形
で

は

自
由
貿
易
と

保
護
貿
易
の

問
題
と

も
な

り
､

政
策
的
に

貿
易
を

論
ず
る

場
合

､

一

つ

の

迷
路
と

も
号
ロ

っ

て

も

よ
い

も
の

で

あ
る

｡

｢

こ

の

新
理

論
の

完

成
々

ま
っ

て

は

じ
め
て

貿
易
理

論
は
ほ

ん

と

う
に

役
に

立

つ

+

(

｢

外

囲

貿
易

･

新

版
+

新

版
序
)

と

確
信
さ

れ

た

新
理

論
で

あ
る

動
盟
約
貿
易
理

論
の

確
立

に

苦
心
さ

れ

る

著
者
は

第
1 0

章
の

本
筋
で

い

わ

ば

迷
路
の

中
で

苦
悔
し
っ

っ

出
口

を

探
し

績
け

て

い

る

と

も

考
え

ら
れ

る
｡

同
じ

問
題
を

抱
く

同
率

の
一

人
と

し

て
､

私
は

著
者
の

苦
悩
が

よ

く

分
る

の

で

あ
る

が
､

す
っ

き

し

り

た

解
決
の

出
来
る

時
が

近
い

こ

と

を

折
っ

て

や

ま

な
い

｡

(

富
山

大
学

助

教
授
)




