
書

評

藤
井

茂
箸

『

経
済
登
展
と

貿
易
政
策
』

(

国
元

書
房
)

小

島

清

一

す
で

に

早
く

一

九
四
二

年
に

虞
女
作
『

外
国
貿
易
の

理

論
』

を

世
に

問

う
て

､

日

本
に

お

け
る

近
代
的
国
際

檻
済
撃
の

パ

イ

オ
ニ

ア

と

な

ら

れ

た

神
戸
大
草
教
授
藤
井
茂
氏
は

､

そ
の

学
位
論
文
『

国
際
貿
易
論
』

(

初

版
一

九

四

八

年
､

増
補

版
一

九
五

五

年
)

を

経
て

､

宏
汎
か

つ

透
徹
せ

る

学
説

史
的
研
究
と

多
年
に

わ

た
る

日

本
経
済
と

貿
易
に

関
す
る

豊
富
な

知
織

･

鰻
験
と

を

背

景
に

し
て

､

こ

こ

に

そ
の

園

熟
せ

る

膿
系
を
｢

貿
易
政

策
論
+

評

と

し

て

公
刊
さ

れ

た
｡

本
文
三

二

四

頁
に

わ

た

る

内
容
は
ま

こ

と

に

質
量

( 5 9 ) 書

と

も

に

充
箕

､

一

讃
し
て

歴
倒
さ

れ

る

思
い

が

す
る

と

と
も

に
､

そ
の

流

見
な

る

文
章
は

限
り

な
い

魅
力
を

輿
え

て

い

る
｡

つ

ね

に

垂
致
を

得
て

い

る

同
撃
の

後
進
と

し
て

本
書
の

成
功
を

心
か

ら

讃
え

た
い

｡

本
書
は

大
別
す
る

と
二

篇
に

な
る

｡

す
な

わ

ち
､

貿
易
と

国
民
経
済
と

の

関
係
を

追

究
し

た

貿
易
政
策
の

基
礎
論
と

も
い

う
べ

き

前
篇
(

第
一

葦

～
第

五

享
)

と
､

主
に

日

本
経
済
畿
展
の

賓
澄
的
研
究
に

基
礎
を

お
い

て

貿
易
政
策
の

展
開
過
程
を

明
ら

か

に

し

た

後
篇
(

第

六

章
～
第

一

二

幸
)

と
で

あ

る
｡

こ

の

二

篇
を

通
じ
て

著
書
の

ね

ら
い

と

す
る

も
の

､

或
は

抱

負
は

｢

は

し

が

き
+

に

よ
る

と
い

く
つ

か

あ

る
｡

す

な

わ

ち

(

a

)

｢

貿

易
政
策
に

新
し
い

債
系
と

内
容
を

見
出
す
+

(

b
)

動
態
的
な

貿
易
理

論
と

産
業
構
造
の

研
究
と

を

接
近
せ

し

め
る
+

(

e

)

｢

貿
易
理

論
と

安
否
的

研

究
と

を

組
合
す
る

場
を

見
出
す
+

あ

る

い

は
(

d
)

｢

本
書
を

通
じ

て

も
つ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

■ヽ
ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

わ

た

く
し
の

方
法
は

､

経
済
を

構
造
と

循
環
と
の

二

つ

の

屠
に

分
か

ち
､

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

こ

れ

を

経
済
の

蜃
展
に

お
い

て

統
一

し

ょ

う
と

す
る

に

あ

り
､

こ

れ

を

国

民

経
済
の

内
と

外
と
に

足
場
を

も
つ

貿
易
の

機
能
に

即
し
て

展
開
し
､

国

内
･

国
際
両
面
に

お

け
る

必

要
と

問
題
を

探
り

出
す
こ

と
に

よ
っ

て
､

貿

易
政

策
の

課
題
を

蔑
見
し
､

こ

れ

を

解
く
て

だ
て

を

用
意
せ

ん

と

す
る

も

の

で

あ
る

｡

+

い

す
れ

も

重

要
な

課
題
で

あ

る

と

と

も
に

､

言
う
は

易
く
し
て

解
き

難

い

意
闘
で

あ
る

｡

わ
が

園
に

お

け

る

書
評
の

や

り

方
か

ら

見
る
■

と

異
例
で

あ

り

失
祀
で

あ

る
か

も

知
れ

な
い

が
､

こ

､こ
で

は

本
書
の

内
容
を

紹
介
す

る
こ

と

は

省
略
し

､

右
の

い

く
つ

か

の

ね

ら
い

､

こ

と
に

課
題
(

d
)

が

ど

の

よ

う
に

､

ど
こ

ま
で

解
か

れ
て

い

る
か

と
い

う
硯
鮎
に

し
ぼ
っ

て
､

著
書
の

ユ

ニ

ー

ク

な

主
張
な
り

､

わ

た

く

し

の

懐
い

た

感

想
･

疑
問

な

り
､

今
後
わ

れ

わ

れ
が

追
究
す
べ

き

問
題
な

り

を

素
直
に

指
摘
し

て
､

藤

井
教
授
の

示

教
を

仰
ぎ
た
い

と

思
う

｡

改
め

教
授
の

寛
容
を

乞
う
次
第
で

あ

る
｡

〓

3 う9



一 橋論叢 第 四十雀 第 四競 ( 6 0 )

前
篇
｢

貿
易
政
策
の

基
礎
論
+

の

内
容
は

著
者
自
身
の

要
約
に

よ

る

と

次
の

と

お

り
で

あ
る

｡

｢

わ
た

く
し

は

貿
易
政
策
は
そ

の

課
題
を

現

賓
の

必

要
か

ら

受
け
と

り
､

理

論
に

照
ら

し
て

こ

の

課
題
を

解
く
て

だ
て

を

整

え
る

も
の

と

理

解
し
(

第
一

章

貿
易

政

策
の

課

題
と

そ
の

螢

展
)

､

貿
易

を

行
う
こ

と
に

よ
っ

て

現

資
は
い

か

な
る

必

要
を

み

た

そ

う
と

す
る

の

か

を

追
求
す
る

た

め

に
､

貿
易
と

園
民
経
済
と
の

関
係
に

焦
鮎
を

絞
っ

た
｡

そ
の

た
め
.

に

ま

ず
方
法
論
的
に

雨
着
の

関
係
を

捉
え

る

方
式

を

用

意

し

(

第
二

章

貿

易

と

国

民

経

済
･

一

･･
そ
の

方

法

論

的

考

察
･

1
)

､

貿
易
量

と

貿
易
差
額
の

両
面
か

ら

貿
易
の

機
能
を

解
明
し
て

右
の

方
式
に

内
容
を

輿
え
(

第
三

革

質
易

差

額
と

貿

易

量
)

､

さ

ら

に

そ
の

国
際
経
済
的
関
連

を

明
ら

か

に

す
る
(

第
四

季

国
際

経

済
の

不

均

衡
)

｡

第
五

章
(

エ

業
化

政

策
と

幼

稚

産

業
保

護
論
)

は

右
の

考
察
の

結
果
を
工

業
此
と

幼
稚
産

業

保
護
論
に

適

用
し
て

そ
の

具
債
的
な

適
用
性
を

確
か

め

よ

う
と

す
る

も

の

で

あ

る
｡

+

(

は

し
が

き
二

頁
)

本
書
は

著
者
が

過
去
数
カ

年
に

わ

た
っ

て

ま

と

め

ら

れ
た

諸
論
文
を

加

筆
整
理

さ

れ

た

も
の

で

あ

る

か

ら
､

各
章
の

聞
に

若
干
の

重

複
を

ま

ぬ

が

れ

な
い

し
､

尊
表
の

時
間
的
推
移
に

つ

れ

思

索
の

進
展
も
み

ら

れ
る

｡

第

一

辛
が

前
篇
の

五

つ

の

章
の

ま

と

め

と

な
っ

て

お

り
､

そ

れ

を

著
者
の

最

近
の

到
達
鮎
と

う
け

と
っ

て

よ
い

で

あ

ろ

う
｡

わ
た

く

し
も

第
一

章
を

中

心

に

し
て

考
え
て

み
た

い
｡

究
明

す
べ

き

問
題
は

､

貿
易
政
策
の

課
題
は

い

か

な

る

も
の

で

あ
る

か
､

そ

れ

ら

を

解
く
べ

き

理

論
に

ど

ん

な

も
の

が

あ

る

か
､

そ

し
て

政
策
課
題
と

理

論
と
の

コ

ン

シ

ス

テ
ン

シ

ィ

が

存
在
す

る
か

､

い

い

か

え

れ

ば

政
策
課
題
を

解
く
の

に

既
存
理

論
が

眞
に

有
数
で

あ

る

か

と
い

う
鮎
に

あ

る
｡

先
ず
貿

易
政
策
の

課
題
で

あ

る

が
､

藤
井

教
授
は

｢

貿
易
政
策
は

貿
易

鉛
り

∂

に

は

た

ら

き
か

け
る
■
こ

と

に

よ
っ

七
､

国
民

経
済
の

園
漏
な

費
達
を

は
か

ら

ん

と

す
る

国
家
の

政
策
で

あ

る
+

(

一

頁
)

と

定
義
し
､

国
民

匪
臍
の

園

漏
な

螢
達
と
い

う
こ

と
の

内
容
を

吟
味
す
る
こ

と

を

通
じ

て
､

二

つ

の

主

要
貿
易
政
策
課
題
に

到
達
す
る

｡

こ

こ

に

国
民
経
済
の

園

滞
な

饅
達
と
い

ぅ
の

は
､

｢

近
代
的
な

言
葉
で

表
現
す
れ

ば
､

国
民
経
済
の

均

衡
的

螢

展

と
い

う
こ

と
+

で

あ

り

｢

均
衡
と
い

う
概
念
は

個
々

の

国
民

経
済
構
成
部

門
間
の

封
立
や

矛
盾
の

調
整
と
い

う
以
上
に

､

一

般
に

経
済
諸
要
因
問
の

均
衡
や

さ

ら

に

園
内
均
衡
や

国
際
均
衡
を

含
ん

で

い

る
｡

蔑

展
と
い

う
場

合
に

は
､

均
衡
が

ヨ

リ

高
次
の

段
階
に

進
め

ら

れ

る
こ

と

を

意
味
し
､

経

済
諸
量
の

増
加
の

ほ

か
に

そ
の

質
的
向
上
を

も

含
ん

で

い

る
｡

こ

れ
を

年

年
の

生

産
物
が

生

産
せ

ら

れ

循
環
に

も
た

ら

さ

れ

る

過
程
に

即
し
て

捉
え

る

な
ら

ば
､

所
得
の

槍
加
と
い

う
形
を
ど

り
､

こ

れ

を

循
環
の

基
盤
を

な

す
経
済
の

構
造
に

即
し
て

捉
え
る

な

ら
ば

､

産
業
構
造
の

高
度
化

､

し

た

が

っ

て

生

産

力
の

上

昇
の

形
を
と

る

で

あ

ろ

う
｡

そ

し
て

､

こ

れ

ら

を

最

も
一

般
的
か

つ

究
極
的
な

経
済
標
識
で

捉
え
■
る

な

ら

ば
､

国
民
厚
生

の

増

大
と
い

う
こ

と
に

な

る
｡

+

(

二

頁
)

後
篇
の

別
の

箇
所
で

は

｢

経
済
の

自
立
は

三
つ

の

内
容
を

も
つ

｡

そ

の

一

つ

は

封
外
面
に

即
し
て

国
際
均

衡
を

確
立

す
る

こ

と

で

あ

り
､

そ
の

二

は

国
内
的
に

完
全
雇
傭
を

達
成
す
る
こ

と
で

あ

り
､

そ

の

三

は

動
態
的
に

経
済
の

一

定
の

饅
展
を

確
保
す
る
こ

と
で

あ
る

｡

第
一

と

第
二

は

短
期
的

観

鮎
に

基
き

､

第
三

は

長
期
的
観
鮎
に

基
く

も
の

■
で

あ

る

が
､

長
期
的
な

嶺
展
の

う
ち
に

国
際
均
衡
と

園
内
均
衡
を

含
む
こ

と

に

よ
っ

て

均
衡
的
尊

属
が

確
保
せ

ら
れ

る

の

で

あ

る
｡

+

(

二

二

三

-
四

頁
､

同

様
な

内

容
､

二



四

九

-
二

五

〇

頁
)

か

く

て

次
第
に

明
ら
か

に

な
っ

た
こ

と

は
､

は

し
が

き

で

述
べ

ら

れ

た

｢

経
済
を

構
造
と

循
環
と
の

二

つ

の

屠
に

分
か

ち
､

こ

れ

を

経
済
の

畿
展

に

お
い

て

統
一

す
る
+

と
い

う
命
題
に

お

け

る

経
済
の

循
環
面
で

の

貿
易

▼

政
策
は

､

｢

国
内

均
衡
と

国
際
均
衡
の

同
時
確
保
+

と
い

う
こ

と

に

辟
着
す

る

よ

う
で

あ

る
｡

こ

れ

を

貿
易
政
策
の

第
一

課
題
と

呼
ぽ

う
｡

第
二

課
題

の

内
容
は

ま

だ

は
っ

き

り

し

な
い

が

｢

経
済
の

構
造
を

高
度
化
し

長
期
的

登
展
を

確
保
す
る

よ

う
に

内
外
均
衡
を

達
成
す
る

こ

と
+

と

表
現
し
て

よ

さ

そ

う
で

あ

る
｡

国
民
経
済
の

循

環
と

構
造
に

関
す
る

著
者
の

定
義
を

省
み

て

お

く
こ

と

が

有
意
義
で

あ

ろ

う
｡

→

所
得
の

流
れ

(

血

b
弓
)

…

…

の

基
底
に

は

滑
費
せ

ら

れ
な
い

所
得
部
分
の

貯
え

(

賢
O
口

付
)

-
資
本
の

蓄
積

-
が

あ

る
｡

ノ
前
者
は

年
々

の

所
得
で

あ
る

に

封
し
､

後
者
は

国
富
そ

の

も
の

で

あ

る
｡

所
得
の

流
れ
に

即
し
て

把
え

た
一

連
の

過
程
を

経
済
の

循
環
と
い

う
の

に

■

封
t

､

滑
費
せ

ら

れ

な
い

部
分
の

所
得
が

資
本
の

形
で

貯
え

ら

れ

る

場
を

経
済
の

構
造
と

名
づ

け
よ

う
｡

+

(

五

八

頁
)

そ

し

て

資
本

蓄
積
が

｢

既
往

の

資
本
に

加
わ
っ

て

具
髄
的
な

投

資
場
面
を

見
出
し

､

経
済
の

構
造
を

質

的
に

高
め

量
的
に

撰
大
し

て

行
く

｡

産
業
椿
造
の

高
度
化
と

多
面
化
が

こ

轟

■
れ

で

あ
る

｡

こ

の

構
造
の

高
度
化
お
よ

び

多
面
化
に

應
じ
て

生

産
力
が

高

ま

り

年
々

の

粗
生

産
が

増
加
す
る

｡

投
資
の

生
産
力
効
果
は
こ

の

面
で

捉

え

た

も
の

で

あ
っ

て
､

こ

れ

を

量
的
な

所
得
の

増
加
率
で

捉
え

る

の

が

成

( 6 1 ) 書

長
率
理

論
に

ほ

か

な

ら

な
い

｡

+

(

五

九

頁
)

要
す
る
に

第
二

課
題
に

答
え

る

中
心

的
な

鍵
は

資
本
蓄
額
で

あ
り

､

そ

れ

が

産

業
構
造
の

高
度
化
と

多

面
伐
と
い

う
経
済
の

構
造
の

高
度
化
を

達
成
し
､

量

鈎
な

所
得
で

み

て

横

大
し

た

新
な

内
外
均
衡
を

確
保
さ

せ

る
｡

こ

の

こ

と

が

成

長
と
か

費
展
に

ほ

か

な

ら

な
い

と
い

う
の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
な

内
外
均
衡
と

畿
展
と
の

統
一

的
把
握
は

見
事
で

あ

る
｡

だ

が

そ
の

よ

う
な

統
一

的
把
握
は

､

国
内

均

衡
､

国
際
均
衡

､

資
本
蓄
積

､

投
資
の

生

産
力
効
果

､

成
長
率
と
い

う

諸
概
念
が

す
べ

て

所
得
(

な
い

し

雇
傭
)

と
い

う
集
計
量
と

し
て

捉
え

ら

′

れ

る

と

き
に

限
っ

て

可
能
で

あ

る
こ

と
に

注
意
せ

ね

ば

な

ら

な
い

｡

何
を

輸
出
し

代
り
に

何
を

輸
入

す
べ

き

か

と
い

う
貿
易
の

方
向
と

か
､

ど
の

産

業
に

投

資
す
る
か

と
い

う
投
資
の

方
向
と
か

を

論

ず
る

こ

と

な

く

し

て

は
､

経
済
の

構
造
と

か

産
業
構
造
の

高
度
化
と

多
面
化
と

か

を
云
々

す
る

こ

と

は
で

き

な
い

｡

そ

う
す
る

た

め
に

は

集
計
量
分
析
だ

け
で

は

不

可
能

で

あ
っ

て
､

少
く
と

も
こ

一

つ

以

上
に

分
割
し
た

部
門
分
析
を

必

要
と

す
る

の

で

は

あ
る

ま
い

か
｡

わ

た

く

し

は
か

つ

て
､

生

産

費
･

債
蒋
構
造
の

均
衡

と

雇
用

･

所
得
の

均
衡
と
の

二

條
件
で

国
民

経
済
の

循
環
と

嶺
展
が

規
定

せ

ら

れ
る

こ

と
せ

指
摘
し

た
(

小

島

清
｢

外

囲
貿
易

新
版
+

七
四

-
七

八

頁
)

の

だ

が
､

藤
井
教
授
の

主
要
ト

ウ

ー

ル

は

後
者
に

お
か

れ
て

い

る

の

で

は

な
い

か
､

そ

し
て

も

し

そ

う
な
ら

ば

貿
易
を

積
極
的
に

考
慮
に

い

れ
る

が

故
に

生
ず
る

重

要
に

し
て

複
雑
な

理
論
問
題
に

封
し
て

有
効
な

光

を

輿
え
て

い

な
い

の

で

は

な
い

か

と
の

庚
間
を
い

だ
か

ざ

る

を

得
な
い

｡

そ

こ

で

上

述
の

二

つ

の

主
要
な

貿
易
政
策
課
題
に

封
し
て

藤
井
教
授
が

い

か

な
る

理

論
を
い

か
に

適
用
さ

れ
て

い

る

か

を

槍

訂
し
七

み
よ

う
｡

ち

な
み

に

本
書
の

前

篇
は

貿
易
政
策
が

深
い

理

論
史
的

研
究
と

結
合
さ

れ

て

い

る

と
こ

ろ

に

優
れ

た

特
色
を
も
つ

｡

藤
井
教
授
の

採
用
さ

れ

る
､

そ

し

て

わ

れ

わ

れ

に

と
っ

て

の

共
有
財
産
た

る
､

既
存
の

囲
際
経
済
理

論
は

お

一

.

⊥

よ

そ

次
の

五
つ

で

あ

る
｡

す
な
わ

ち
(

1
)

古

典
畢
汲
の

此

較
生

産

費
説

､

部

い

ぃ

㌧



一 橋論叢 舞 四十 雀 第 四境 ( 6 2 )

(

2
)

同
じ

く

古
典
撃
汲
の

貿
易

均
衡
化
の

プ

ラ

イ
ス

･

メ

カ
ニ

ズ

ム
､

(

3
)

雇
傭
理
論
的
貿
易
理

論
(

乗
数
分
析
)

､

(

4
)

ド

イ

ツ

流
の

構
造

理

論
､

(

5
)

ハ

ロ

γ

ド

的
成

長
率
理

論
､

こ

れ

で

あ

る
｡

各
理

論
は

そ

れ

ぞ

れ

前
提
と

性
格
を

異
に

し

そ

れ

ぞ

れ

限
界
を
も
つ

も
の

で

あ

る
か

ら
､

い

か

な
る

課
題
に

い

か

に

通
用
す
る
か

は

充
分
に

慎
重
で

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

藤
井
教
授
の

適
用
の

仕
方
は

ど

う
で

あ
ろ

う
か

｡

貿
易
政
策
の

第
一

課
題

､

す
な

わ

ち

園
内
均
衡
と

国
際
均
衡
の

同
時
達

成
と
い

う
課
題
に

封
し

て
､

(

2
)

と
(

3
)

が

有
用
で

あ

る
こ

と

は
い

う

ま
で

も

な
い

｡

藤
井
教
授
は

ま

ず
｢

古
典
畢
汲
理

論
ほ

国

内
の

完
全
雇
傭

を

仮
定
し
た

た

め

に
､

国
際
均
衡
に

の

み

関
心

が

お

か

れ

ま

た

国
際
均
衡

調
節
に

つ

い

て

は

慣
椅
教
具
の

み

を

重

税
し
た

た

め

に
､

償
格
の

弾
力
性

が

失
わ

れ

る

に

つ

れ
て

､

国
際
均
衡
の

自
動
的
調

節
機
構
が

さ
さ

え

難
く

な
っ

た
+

(

六

八

頁
)

と

古
典
畢
汲
の

プ

ラ

イ
ス

･

メ

カ

ニ

ズ

ム

を

評

僻

し
､

よ

り

有
力
な

ト
ウ

ー

ル

と

し
て

雇
情
理

論
的
貿
易
理
論
を

重
税
す
る

｡

国
民
所
得
の

波
及
的
増
加
を
ひ

き

起
す

被
乗
数
は

一

倍
輸
出
量
の

増
分
な

り
や

そ

れ

と

も

貿
易
差
額
の

増
分
な

や

や

と
い

う
論
争
約
問
題
を

吟
味
す

る
(

第
三

章
第
三

節
)

｡

教
授
の

ね

ら
い

は
､

国
民
経
済
番
展
に

封
す
る

貿

易
の

役
割
の

評
偶
に

つ

い

て

の

後
の

議

論
に

関
連
す
る

こ

と

で

あ

る

が
､

貿
易
差

額
で

は

な

く

輸
出
量
を

探
り

た
い

(

六
五

頁
)

と
い

う
こ

と

に

あ

る
｡

だ

が

乗
数
式
と
い

う
も
の

は
､

被

乗
数
と

乗
数
と
を
コ

ン

シ

ス

テ
ン

シ

ィ

を

保
ち

滋
が

ら

適
嘗
に

い

れ

か

え

う
る

も
の

で

あ
る

か

ら
､

乗
数
式

の

形
の

吟
味
か

ら

右
の

結
論
を

導
く
の

は

無
理
で

あ

ろ

う
｡

右
の

結

論
を

導
く
に

は

む

し
ろ

投
資

､

輸
出

､

白
夜
的
輸
入

等
の

被
乗
数
相
互
の

関
係

を

現
賓
に

即
し
て

再
検
許
す
べ

き
で

は

あ
る

ま
い

か
｡

こ

の

こ

と

は
､

図

内
均
衡
と

国
際
均
衡
と

は

必

ず
し

も

両
立

し

な
い

､

し
た

が
っ

て

両
均
衡

朗
ワ

J

を

｢

あ

わ
せ

賓
現
せ

ん

と

す
る

な

ら

ば
､

園
内
投
資
政
策
と

貿
易
政
策
と

を

あ

わ
せ

て

適
嘗
に

振
作
し

な

け

れ

ば

な

ら
な
い
+

(

一

二

頁
)

と
い

う
乗

数
分
析
か

ら

得
ら

れ

る

重

要
な

結

論
を

具
倍
化
す
る

た

め

に

も

必

要
な
こ

と
で

あ
る

｡

教
授
に

お
い

て

は

自
尊
的
項
目
た

る

輸
出
と

投
資
を

動
か

す

こ

と
に

政
策
の

主
な

て

だ

て

を

見

出
さ

れ

て

い

る

よ

う
で

あ

る
が

､

輸
出

と
か

投
資
を

動
か

す
に

は

ど

う
す
る
の

か
､

ま
た

乗
数
を

構
成
す
る

諸
限

界
性
向
を

襲
え

る

政
策
も

考
え

ら

れ
て

よ
い

の

で

は

あ

る

ま
い

か
｡

そ
こ

に

多
く
の

債
格
効
果
的
方
策
が

残
さ

れ
て

い

る

よ

う
に

思
わ

れ

る
｡

と
こ

ろ

で

雇
情
理

論

的
貿
易
理

論
の

限

界
は

ど

こ

に

あ

る

か
｡

日

く

｢

雇
傭
理

論
は

不

完
全
雇
傭
を

前
提
と

す
る

経
済
の

均
衡
を

解
明

す
る

も

の

で
､

そ

の

政
策
課
題
と

し
て

は

不

完
全

雇
傭
状
態
を

完
全
雇
傭
状
態
に

高
め
る

こ

と

を

目
的
と

す
る

｡

し

た
が
り

て

景
気
政
策
と

し
て

の

意
味
は

も

ち

う
る

け
れ

ど

も
､

こ

れ
で

は
い

ま
だ

檻
済
の

長
期
的
な

費
展
に

つ

い

て

は

説
明

す
る
こ

と
が

で

き

ず
､

.
尊
展
の

政
策
を

示

し

え

な
い

｡

+

(

一

二

-
一

三

頁
)

こ

れ

は

正

し
い

評
慣
で

あ

ろ

う
｡

か

く
し
て

困
難
な

貿
易
政

策
第
二

課
題
の

理

論
化
に

進
ま
ね

ば

な

ら

な
い

｡

三

第
二

課
題
を

解
く
べ

き
て

だ

て

の
一

つ

と

し
て

構
造
理

論
的
貿
易
理

論

(

第
二

章
第

六

箇
に

く
わ

し
い
)

を
あ

げ

ら

れ

る
が

､

そ

れ
が

本
書
で

ど

の

位
の

役
割
を

果
し
て

い

る

の

か

疑
問
で

あ

る
｡

教
授
自
ら

も

｢

構
造
理

論
は

国
民

経
済
の

い

わ

ば

骨
鰭
的
な

形
態
を

明
ら
か

に

し
､

…

…

経
済
蔑

展
を

捉
え

る

枠
を

捷
供
す
る

も
の
+

(

一

四

頁
)

と

評
慣
さ
れ

て

い

る
｡



も

う
一

つ

の

て

だ

て

は

屯

q

=
ち

と
い

う
ハ

ロ

ア

ド

の

成
長
率
理

論
で

あ
る

｡

だ

が
こ

の

理

論
も

､

貿
易
を

含
ん

だ

国
民

経
済
の

費
展
の

問
題
に

封
し
て

一

倍
ど

れ

た
軒
の

饅
言
を

な

し

う
る

も
の

と

し
て

用
い

ら

れ
て

い

る

の

か
｡

そ

れ

は

｢

貯

蓄
率
過
大
の

先
進
成
熟
国
に

お
い

て

は

輸

出
超
過

を

維
持
し
､

封
外
接
資
を

持
績
す
る

こ

と

が
､

長
瓢
沈

滞
か

ら

乗
れ
る

途

で

あ

り
+

(

〓
ハ

頁
)

後
進
未
成
熟
国
で

は
そ

の

逆
で

あ

る

と
い

う
､

国
際

投
資
の

調
和
的
役
割
を

説
明

す
る

こ

と

だ

け

に

つ

き

る
｡

第
二

課
題
を

｢

自
然
成
長
率
を

確
保
す
る

よ

う
に

内
外
均
衡
を

達
成
す
る
こ

と
+

と

言

い

か

え

う
る

な

ら

ば
､

国
際
投
資
は

先
進
国
に

と
っ

て

も

後
進
国
に

と
っ

て
も

一

つ

の

重

要
な

解
決
で

あ

る
｡

だ

が
こ

れ

だ

け
で

第
二

課
題
が

解
け

た

と

は

到
底
言
い

得
な
い

｡

そ
こ

で

教
授
は

第
二

課
題
を

理

論
化
す
べ

く
､

い

さ

さ

か

唐
突
に

次
の

よ

う
に

い
ょ
ノ

｡

｢

し
か

し
､

こ

う
し
た

自
然
成
長
率
の

問
題
を

離
れ

て
､

一

般
に

貿
易

の

経
済
成
長
に

封
す
る

作
用
は
い

か

に

解
さ

れ

る
で

あ
ろ

う
か

｡

+

｢

ま

ず
第

一

に
､

輸
出
量
の

増

大
も

し

く

は

輸
出
の

増
加
に

基
く

輸

出

超
過
の

損
大
は

外
国
貿
易
乗
数
理

論
に

従
っ

て
､

所
得
を

増
大
せ

し

め

る

(

所
得
効
果
)

｡

所
得
の

増
大
は

貯
蓄
率

を

高
め
る

傾
向
を

も
つ

と

考
え

ら

評

れ
､

投

資
に

向
け

ら
る
ぺ

き

資
本
量
を

増
す
で

あ
ろ

う
｡

他
面
に

お
い

て

輸
出
需

要
が

増
加
す
る

の

で
､

増
加
し

た

資
本
は

輸
出
向
生

産
部
門
に

お

い

て

投

資
横
合
を

見
出
し
､

か

く

て

輸
出
向
生

産
力
を

加
え

る
こ

と

と

な

香

る

(

生

産
力

効
果
)

｡

+

り

｢

第
二

に
､

輸
出
市
場
が

損
大
す
る

と
い

う
こ

上
は

､

そ

れ

だ

け

資
本

咋

を

有
数
に

利
用
す
る
こ

と

を

可
能
な
ら

し

め
､

資
本
係
数
C

を

小
さ

く

す

る
｡

し

た

が
っ

て
､

輸
出
の

漬
大
は

資
本
節
約
的
技
術
の

適
用
と

同
じ

く
､

同
一

資
本
量
を

も
っ

て

ヨ

リ

大
滝
る

産

出
量
を

も
つ

こ

と

を

可
能
な

ら

し

め
､

そ

れ

だ

け

成
長
率
を

高
め

る
こ

と

と

な
る

｡

+

(

一

七

頁
､

同

趣
旨
八

五

-
八

六

頁
)

こ

の

引
用
は

第
二

課
題
に

答
え

る

た

め
の

キ

ィ

･

ポ

イ
ン

ト

を

な

す
の

で

あ
る

が
､

無
数
の

疑
問
を

禁
じ

え

な
い

｡

第
一

の

問
題
は

､

貿
易
の

資

本
蓄
積
に

封
す
る

貢
麒

､

細
分
す
れ

ば
一

つ

は

輸
出
増
-
所
得
増
-
貯
蓄

檜
と
い

う
資
本
供
給
面
で

あ

り
､

他
は

輸
出
携
大
が

投
資
横
合
を

創
出
す

る

と
い

う
資
本
需
要
面
で

あ
る

｡

も

う
一

つ

別
の

箇
所
で

解
れ
ら

れ
て

い

る

の

だ

が
､

輸
入

資
本
財
が

投
資
機
合
を

充
填
す
る

と
い

う
致
果
が

あ

る

(

六
一

頁
)

｡

第
二

の

問
題
は

貿
易
の

生
産
力
効
果
と

名
づ

け

ら

れ

る

も
の

で

あ

る
｡

わ

た

く
し
の

懐
く

疑
問
の

第
一

は

｢

輸
出
量
の

増
大
も

し

く

は

輸
出
の

増
加
に

基
く

輸
出
超
過
の

摸
大
+

と
い

う
曖
昧
な

表
現
に

つ

い

て

で

あ

る

が
､

こ

の

鮎
に

関
す
る

説
明
は

別
に

八
一

-
八
二

頁
に

輿
え

ら

れ
て

い

る
｡

そ

こ

で

は

｢

比

較
優
位
産
業
が

輸
出
産

業
と

し
て

境
張
せ

ち
れ

､

比
較
劣

位
産
業
が

輸
入
に

よ
っ

て

お

き

か

え

ら

れ

る

と
い

う
樽
換
効
果
+

に

基
い

て

企
業
家
の

貿
易
に

伴
う

利
潤
が

嶺
生

し

貯
蓄
が

増
加
す
る

が
､

そ

れ

は

貿
易
量
が

多
い

ほ

ど

著
し
い

と

説
明
し
て

い

る
｡

だ
が

こ

の

説
明

は

さ

き

の

引

用
に

お

け
る

所
得
教
具
と

は

必

ず
し

む

同
じ
で

は

な
い

｡

第
二

に

さ

き

に

乗
数
分
析
は

螢
展
の

問
題
に

は

答
え

得
な
い

と

さ

れ

た
の

だ
が

､

引

用
文
の

所
得
教
具
は

畿
展
に

お

け

る

も
の

な
の

か
､

そ

れ

と

も

不

完
全
層

健
か

ら

完
全
属
僚
へ

の

過
程
に

お

け
る

も
の

な
の

か
｡

第
三

に

貯
蓄
率
を

っ

J

高
め
る

の

は

所
得
線
量
の

増
大
な
の

か

そ

れ
と

も
一

人

嘗
り

所
得
水
準
の

朗
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向
上

な
の

か
､

第
四
に

､

わ
た

く
し

に

は

｢

第
二

に
+

と
い

う
引
用
文
が

貿
易
の

生

産
力
効
果
の

内
容
で

あ

る

よ

う
に

受
け

と

れ
る

が
､

そ

う
で

あ

る

と

す
る

と

市

場
族
大
に

伴
う
大
規
模
生

産
の

コ

ス

ト

引
下
げ

利
益
が

貿

易
の

生

産
力
効
果
を

も

た

ら

す
も
の

で

あ
る

と

解
さ

れ
て

い

る

の

か
｡

比

較
生

産
費
に

従
う
｢

樽
換
救
果
+

は

貿
易
の

生

産
力
効
果
と

ど

う
い

う
関

係
に

あ
る

の

か
｡

こ

れ

ら
の

細
い

鮎
は

別
に

し

て

も
､

も
っ

と

大
き
な

疑

問
は

､

右
に

引
用
し

た

資
本
の

需
給
南
面
へ

の

教
具
な

ら

び
に

生

産
力
効

果
は

､

敢
て

輸
出
撰
大
で

な

く
て

も

内
需
増
大
で

も

全
く

同
じ
で

あ

り
､

資
本

蓄
積
論
の

問
題
と

し
て

統
一

的
に

解
明
で

き
よ

う
｡

も
し

そ

う
だ

と

す
る

と

内
需
や

国
内
投
資
と

は

違
う
貿
易
の

特
別
の

役
割
は

ど
こ

に

あ

る

の

か
､

ま

た

そ

れ

を
い

か

に

理

論
化
す
る
の

か
｡

教
授
の

採
る

蕾
来
の

集

計
量
分
析
だ

け
で

は

到
底
捉
え

得
な
い

の

で

は

あ
る

ま
い

か
｡

本
書
で

は

解
明
の

行
届
い

て
い

な
い

比

較
生
産
費
に

従
う

貿
易
本
来
の

利
益
の

把
握

に

立
辟
る

ぺ

き

で

は

あ

る

ま
い

か
｡

こ

と

に

分
析
を

生

産
要
素
の

レ

ベ

ル

に

ま
で

つ

っ

こ

ん
で

行
う
必

要
が

あ

り
､

そ
こ

に

お
い

て

初
め
て

動
態
理

論
化
の

途
も

見
出
し

う
る
の

で

は
あ

る

ま
い

か
｡

四

第
二

課
題
を

正

面
か

ら
で

は

な

く
､

経
済
蟄
展
と

内
外
均
衡
上

の

矛
盾

と
い

う
形
で

取
上
げ

た

優
れ

た

分
析
が

第
五

章
で

あ

る
｡

こ

こ

に

お
い

て

の

み

古
典
畢
汲
の

此

較
生
産
費

説
と

自
由
貿
易
論
と

が

生
か

さ

れ
､

そ

れ

を

聾
展
の

た

め
に

一

時
的
に

否
定
し
て

矛
盾
を

超
克
せ

ん

と

す
る

リ
ス

ト

的
幼
稚
産

業
保
護
論
に

高
い

評
煩
が

輿
え

ら

れ
て

い

る
｡

そ

れ

は

｢

循
環

面
に

お

け
る

損
失
を

忍
ん

で

も

構
造
面
に

お

け
る

完
成
を

主
張
す

る
+

(

一

一

三

頁
)

こ

と

で

あ

り
､

今
日
の

後
進
国
の

経
済
開
凌
に

十
分
に

通
用
で

朗

き
る

現
代
的

意
義
を

備
え
て

い

る

の

で

あ

そ
｢

経
済
外
的
な

尊

展
む

も

3

た

ら

す
た

め

に

は

製
造
工

業
を

興
さ

な

け
れ

ば

な

ら
ぬ

と
い

う
+

(

一

一

五

頁
)

｢

必

要
性
原

則
+

と

｢

経
済
性
原
則
+

と
の

矛

盾
と

調
和

と

い

う

形

で

後
進
国
の

エ

業
化
問
題
を

整
理

さ

れ
て

い

る

が
､

こ

れ

は

教
授
の

ユ

ニ

.■

-

ク

な

興
味
あ

る

主
張
で

あ

る
｡

ま

た

後
進
国
工

業
化
の

僕
件
を

､

資
本

の

調
達

､

技
術

､

市
場
の

三
つ

と
の

関
連
に

お
い

て

吟
味
し

､

資
本
節
約

的
･

労
働
集
約
的
な

必

要
品
産

業
､

い

い

か

え

れ

ば

｢

此

較
的
に

通
性
の

高
い

そ

し
て

蟄
展
の

可

能
性
の

多
い

産
業
+

(

一

二

五

頁
)

か

ら

順
序
を

追

っ

て

進
む

必

要
が

あ

る

と

の

結
論
に

達
し
て

い

る
｡

と

同
時
に

｢

後
進
国

の

経
済
薇
展
を

容
易
に

す
る

た

め

に

は
､

先
進
国
が

後
進
国
の

輸
出
に

封

し
て

道
を

開
く

用
意
が

な
け

れ

ば

な

ら
ぬ
+

(

一

二

七

頁
)

と
の

注
目
す
べ

き

主

張
に

到
達
す
る

が
､

こ

れ

は

ド
ル

不

足
問
題
を

検
討
し

た

第
四

章
の

｢

国
際
経
済
に

お
い

て

主
導
的
役
割
を

果
す
ア
メ

リ
カ

の

構
造
政

策
を

伴

わ
ね

ば

な

ら

な
い
+

(

一

〇

九

頁
)

と
い

う
結
論
と

符
合

す
る

｡

同

感

を

た
め

ら
わ

な
い

鮎
で

あ
る

｡

五

第
六

章
以

下
の

後
篇
は

著
者
自
身
の

要
約
に

よ
る

と

次
の

と

お

り
で

あ

る
｡

｢

す
で

に

基
礎
論
の

具
髄
的
適
用
性
ま

で

現

責
に

接
近
せ

し

め
た

後
を

受
け
て

､

つ

ぎ

に

は

逆
に

､

日

本
経
済
嶺
展
の

賓
讃
的
研
究
の

側
面
か

ら

基
礎
論
へ

の

接
近
を

は
か

る
｡

こ

の

場
合

､

ま

ず
､

日

本
産
済
尊
展
の

歴

史
を

､

成
長
率
理

論
を

適
用
し

た

計
測
(

第

六

章
)

と
､

紙
業
を

例
に

と
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′
h

U

▼

(

】

へ
じ

月
じ

り

J

っ

て

の

具
鰹
的
研
究
･〔
第

七

草
)

に

よ
っ

て

考
察
し
､

進
ん
で

戦
前
と
の

対
比
に

お

い

て

戦
後
日

本
経
済
の

復
興
と

貿
易
の

関
係
を

究
明

し

(

第

八

章
)

､

戦
後
日

本
貿
易
政
策
の

特
異
性
を

解
明
し

(

第
九

章
)

､

そ
こ

に

見

出
さ

れ

る

重

要
な

問
題
と

し
て

日

本
の

輸
出
償
格
を

と

り

上

げ
､

そ
の

値

崩
れ
の

原
因
を

具
膿
的
資
料
に

基
い

て

究
明

す
る

(

第
一

〇

章
)

｡

イ
ギ

リ

ス

の

慣
格
維
持
組
綴
の

研
究
(

第
一

一

章
)

は

第
一

〇
葦
に

封
す
る

補
論

で

あ

り
､

第
一

二

幸
の

ア

メ

リ

カ

の

貿
易
政
策
は

本
書
の

髄
系
か

ら

は

み

出
す
よ

う
で

あ
.

る

が
､

日

本
貿
易
を

外
部
的
に

制
約
す
る

主
要
な

要
因
で

あ
る

こ

と

に

か

ん

が

み

る

な

ら
ば

醍
系
中
に

包
擁

し

う
る

も

の

と

考
え

る
｡

+

(

ほ

し

が

き
二

-
三

頁
)

賓
謹
研
究
の

勢
多
く

し
て

み
の

り

少
き
こ

と

を

髄

験
し
て

い

る

も
の

の

一

人
と

し
て

､

教
授
の

多
大
の

螢
苦
と

見
事
な

成
果
に

封
し
て

深
い

敬
意

と

讃
嘆
の

聾
を

惜
し

ま

な
い

｡

こ

と
に

綿
業
や

過
度
競
争
に

関
す
る

特
殊

研
究
は

貴
重
で

あ
る

｡

た

だ

望

萄
の

感
を

述
べ

れ
ば

､

第
一

に
､

第
六

章

と

第
八

重
は

や

や

分
析
的
で

あ

る

が

そ
の

他
は

す
べ

て

叙
述

的
で

あ
る

こ

と

で

あ

る
｡

こ

の

こ

と

は

歴
史
的
登
展
に

関
す
る

資
料
的

､

反
省
的
意
義

は

大
き
い

と
い

う
特
色
を

も
つ

｡

し

か

し

政

策
と
い

う
も
の

が

前
向
き
の

も
の

で

あ
る

以
上

､

そ

れ
に

役
立
つ

程
度
に

か

な

り

分
析
的
で

あ
る

(

必

ず
し

旦
高

度
の

エ

コ

ノ

メ

ト

リ
ブ

タ
･

モ

デ

ル

を

好
む

も

の

で

は

な

い

が
)

こ

と

が

望
ま

し
い

の

で

は

あ

る

ま
い

か
｡

第
二

に
､

前
篇
の

理

論
に

基
い

て

後
篇
の

葦
謹
研
究
が

推
進
め

ら

れ

て

い

る

と
か

､

逆
に

賓
讃
研
究

に

基
い

て

そ

れ

を
一

般
化
し

深
化
す
る

よ

う
に

理

論
が

反
省
さ

れ

て

い

る

と
か

と
い

う
関
係
に

は

必

ず
し

も

な
っ

て

い

な
い

よ

う
で

あ
る

｡

後
篇
は

貿
易
政
策
の

具
燈
的

諸
問
題
の

究
明
と

見
る

べ

き

で

あ

ろ

う
か

｡

最
初
に

こ

と

わ
っ

た

通
り

甚
だ

失
稽
な

書
評
に

な
っ

て

し

ま
っ

た
｡

だ

が

藤
井
教
授
が

提
出
し
て

い

る

｢

経
済
の

構
造
と

循
環
を

哉
展
に

お
い

て

統
一

す
る
+

と
い

う
構
想
は

ま
こ

と

に

優
れ
た

も
の

で

あ

り
､

か

つ

重

要

で

あ

る
｡

そ

れ

は

経
済
の

蟄
展
過
程
に

お

け
る

貿
易
の

役
割
と

言
い

替
え

て

も

よ
い

で

あ

ろ

う
｡

こ

の

書
評
は

同
じ

困

難
な

課
題
に

悩
ん
で

い

る

も

の

の

昆
己

批
判
だ

と

受
け
と
っ

て

ほ

し
い

｡

本
書
を

出
萄
鮎
と

し

て

大
き

く

輪
回
し

た
い

も
の

で

あ
る

｡

新
し
い

課
題
を

提
起
し
た

｢

問
題
の

書
+

と

し
て

本
書
は

高
く

評
債
さ

る
べ

き

で

あ

る
｡

と

同
時
に

後
篇
の

賓
讃
研

究
は

歴
史
的
資
料
と

し
て

貴
重
で

あ
る

｡

わ
た

く
し

は

本
書
に

腰
倒
さ

れ

る

と

と

も
に

多
く
の

示

唆
と

啓

凄
と

反
省
と

を

受
け

た
こ

と
に

封
し

感
謝

の

意
を

表
し

た
い

｡

(

一

橋
大

畢

助

教
授
)




