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ス

チ

エ
一

ア

ー

ト

『

財
政
論
』

再
論

-
セ

ン

氏
の

『

ス

チ

ュ

ア

ー

ト

経
済
学
』

に

寄
せ

て

t

-

ス

チ
ュ

ア

ー

ト
へ

の

関
心

ス

テ
エ

ア

ー

ト

の

財
政

論
に

つ

い

て

は
､

す
で

に

両

度
に

わ

た

(

1
)

つ

て

考
察
を

加
へ

た

こ

と
が

あ
る

｡

い

ま
ま

た

ス

テ
ユ

ア

ー

ト

を

と

り

あ

げ
る

の

は
､

イ

ン

ド

の

学
者
で

､

ま
へ

か

ら
ス

テ
エ

ア

ー

ト

を

研
究
し
て

ゐ

た
､

セ

ン

(

S
.

戸

哲
ロ
)

氏
の

､

ち

か

ご

ろ

螢

表
し

た

『

ス

テ
ユ

ア

ー

ト

の

経
済
畢
』

(

→
F
e

出
0

0

日
○

ヨ
ー

〇

S

O
h

聖
H

I

P

日
e
∽

S
t

e

仁

罵
t

〉

｢
○

日
払

b
ロ

ー

一

茂
¶

し

が
､

い

ろ
い

ろ
の

意

味
で

興
味
を

ひ

い

た

か

ら

で

あ

る
｡

ジ

ェ

ー

ム

ズ
･

ス

テ
エ

ア

ー

ト

(

]

す

巨
e
∽

S
t

e

亡
b
･り

∫

-

ご
N

-
-

諾
○
)

は

ア

ダ
ム

･

ス
､

､

､

ス

(

A
巴

r

ヨ

の

日
芹
g

-

諾
い

-
-

3
0

)

と
ほ

ぼ

同

時
代
に

活
躍
し

た

イ

ギ

リ

ス

の

経
済
聾
者
で

あ

る
｡

雨

着
の

出
生
と

死

去
の

差
は

十

年
ほ

ど

に

木

村

元

一

過
ぎ

な
い

が
､

畢
説
の

上
で

は
､

ス
､

､

､

ス

が

自
由
主
義
的
な

古
典

経
済
学
の

覿
と

な
つ

た

の

に

封
し

､

ス

テ
エ

ア

ー

ト

は

重
一

商

主

義

時
代
の

末
期
に

出
て

､

し

ふ

も

重

商
主
義
経
済
理

論
の

一

頂
鮎
を

か

た

ち
づ

く
る

と
い

ふ

お

む

し

ろ
い

封
照
を

し
め

し

て

ゐ

る
｡

ス

テ
エ

ア

ー

ト

の

主

著
『

政
治
経
済
学
原
理
』

(

A
ロ
ー

ぷ
已
→

呵

ど
t

O

t

F
e

‥
胃
訂
0

首
-

e

∽

○
巾

勺
0
-

≡
c

巳

畠
0

0

ロ
O

m
ゴ
ー

宗
N

し

は
､

か

な

り

の

成

功
を

お

さ

め
､

一

七

七

〇

年
に

は

第
二

版
を

出
す
ほ

ど

で

あ
つ

た

が
､

一

七

七

六

年
､

ス
､

､

､

ス

の

『

国
富
論
』

が

で

を

に

お

よ

ん

で
､

た

ち

ま

ち

獣
殺
の

悲
運
に

あ

つ

て

し
ま
つ

た
｡

と
こ

ろ

が
､

一

九
三

六

年
､

ケ

イ

ン

ズ

が

『

雇

傭
､

利
子
お

よ

び

貨
幣
の

一

般
理

論
』

に

お

い

て
､

重

商
主
義
の

経
済
理

論
､

と

く
に

そ

の

財
政
政

策
に

同

情
的
な

評
像
を

あ

た
へ

て

の

ち
は

､

や

や

事
情
が

さ3 楚

ノ

.≠



( 1 5 ) ス テ ユ
ア ー

ト 『財 政論』 再 論

か

わ

つ

て
､

ス

テ
エ

ア

ー

一

に

艶
し
て

も
､

も

う
一

度
埋

穀
の

な

か

か

ら

と

り
あ

げ
て

､

正

常
な

地

位
を

同

復
し

て

や

ら

な

け
れ

ば

な

ら
ぬ

と
い

ふ

気
運
が

た

か

ま
つ

て
.
き

た
｡

こ

れ

ら
切

事
情
は

､

わ

た

く

し
の

啓
稿
で

も

す
で

に

の

べ

た

と
こ

ろ

で

あ

る

が
､

セ

ン

氏

は
こ

の

や

う
な
ス

テ
エ

ア

ー

ト

再
認
識
の

束
連
を

た

か

め
る

う

へ

に
､

重

要
な

役
割
を

演
じ

て

き

た

び

と
り

で

あ

る
｡

セ

ン

氏
の

新

著
は

､

小

林
昇
教
授
に

よ

つ

て

相
普
く
は

し

く

招

(

2
)

介
さ

れ

て

ゐ

る

や

う
に

､

ス

テ
ユ

ア

ー

ト

の

俸

記
か

ら

は

じ

め

て
､

ス

テ
ユ

ア

ー

ト

経
済
畢
の

一

般
原
理

､

そ

の

方

法
論
を

考
察

し
､

つ

い

で

『

原
理
』

の

順
序
に

し

た

が

つ

て
､

ス

テ
エ

ア

ー

ト

の

人
口

と

農
業
に

封
す
る

議
論
を

紹
介
し

､

す
す
ん

で
､

慣
値
と

交
易
に

関
す
る

理

論
内
容
を
.

と
き

､

貨
幣

､

銀

行
､

財
政
に

関
す

る

ス

テ
ユ

ア

ー

ト

の

特
徴
あ
る

議
論
を

簡
潔
に

再
現

し
て

ゐ

る
｡

小

者
で

は

あ

る

が
､

近
代
経
済
学
の

立

易
か

ら

す
る

問
題
鮎
の

整

理
が

よ

く
で

き

て

ゐ

る

ば
か

り
で

な

く
､

各
章
毎
に

回

顧
と

展
望

を

加
へ

､

こ

れ

に

セ

ン

氏
自
身
の

コ

ン

メ

ン

ト

が

つ

け

ら

れ

て

ゐ

る

の

で
､

讃
者
が

い

ろ
い

ろ

と

示

唆
を

う

け
る

と

同

時
に

疑
問
を

提
起
し

た

く
な

る

た

ぐ
び

の

書
物
で

あ
る

｡

さ

て
､

わ
た

く
し

は
､

さ

き
の

『

ス

テ
ユ

ア

ー

ト

と

そ

の

財
政

.
論
』

を

つ

ぎ
の

や

う
な
こ

と

ば

で

む

す
ん

だ
｡

す
な

は

ち
､

『

最

近
の

ケ

イ

ン

ズ

理

論
が

､

ふ

た

た

び

ス

テ
ユ

ア

ー

ト

に

親
近

性
を

も
つ

の

は
､

有
効
需

要
の

不

足
と
い

ふ

共

通
の

事
賓
に

胚
胎
す
る

が
､

現

象
面
に

お

け

る

共

通
の

事
箕
｢

有
数
需
要
の

不

足
+

の

背

後
に

は
､

ま
つ

た

く

異
な
る

歴
史
的
地

盤
が

あ

る

こ

と

を
､

ひ

と

び

と

は

し

ば
し

ば

見
失
ひ

が

ち

で

あ

る
｡

こ

の

間
題
に

つ

い

て

は
い

づ

れ

稿
を

改
め

て

考
察
し

た

い
｡

』

と
｡

有
効
需

要
の

背
後

に

あ

る

異
な
る

歴

史
的
地

盤
と

い

つ

た

の

は
､

同
じ

有
数
需

要
の

不

足
と
い

ふ

て

も
､

ス

チ
ュ

ア

ー

ト

の

生

き
て

ゐ

た

初
期
資
本

主

義
時
代
と

､

ケ

イ
ン

ズ
■
の

生
き

た
､

そ

し
て

わ
れ

わ

れ
.
の

住
ん

で

ゐ

る

後
期
資
本

主

義
時
代
と
で

は
､

有
数
需

要
の

不

足
の

原
因
が

異
な
る

こ

と

を

考
慮
し
て

ゐ

た

の

で

あ

る
｡

本

稿
は

､

セ

ン

氏
の

ス

テ
ユ

ア

ー

ト

解
繹
に

封
し
て

生

じ

き
た

つ

た

疑
問
を

か

ん

が
へ

る

こ

と
に

よ

つ

て
､

前
稿
で

未
展
開
に

お

は

つ

た

■『
共

通
の

事
貰
｢

有
効
需
要
の

不

足
+

の

背
後
に

よ

こ

た

は
る

共
な
る

歴
史
的
地

盤
』

の

問
題
に

､

財
政

論
を

中
心

と

し
て

い

く

ら
か

考
察
の

ひ

か

り

を

あ
て

て

み

ょ

う

上

す
る

も

の

で

あ

る
｡

(

l
)

『

ジ

ェ

ー

ム

ズ
･

■
ス

テ

ユ

ア

ー

ト

と

そ
の

財
政

論
』

､

一

橋

論
叢

二

五

奄

三

栄
お

よ

び

三
一

番

四

親

所

載
｡

(

2
)

小

林

昇

S

p

2
p
→

声
巴
エ
P

臼

S
O

n
‥

→
F
e

臼
0

0

n
O

日
ど
払

∂3 3
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O
f

∽

汀

甘
ヨ
e

∽

S
t

e

∈
p

き
.

(

立

教
檻

済
畢

研

究

第
一

一

巻

第

三

競
)

こ

セ

ン

氏
の

立

場

セ

ン

氏
は
い

ま

問
題
に

し
つ

つ

あ

る

書
物
の

冒

頭
で

､

『

こ

の

や

う

に

経
済
思

想
の

文
献
に

は

重

大
な

間

隙
が

あ
る

｡

こ

の

研
究

は
､

右
の

間
隙
を

測
定
し

､

解
凍
も
つ

と

有
能
な
ひ

と
の

手
で

一

層
構
成
的
な

目

的
に

利
用
さ

れ

る

こ

と

に

な
る

か

も

し
れ

ぬ

と

お

も
は

れ

る

二
､

三

の

煉
瓦
と

石
を

集
め

ん

と

す
る

び

と
つ

の

こ

こ

ろ
み

で

あ

る
』

(

S
.

戸
∽
e

ロ
‥

→
F
e

出
0

0

日
0

2
i

O

払

O
f

望
→

l

p

日
e
切

望
e

仁
P
]

き

9
上

し

と
い

ひ
､

『

こ

の

研
究
で

わ

れ

わ

れ

の

と
る

方

法

は
､

か

れ

の

一

般
原
理

お

よ

び

方

法
論
を

い

く

ら

か

凌
照

し

な
が

ら
､

ス

テ
エ

ア

ー

ト

の

著

作
に

お

け
る

経
済
学
的
要
素
の

客
観
的

な

記
録
の

提
供
を

主
眼

と

す
る

こ

と
と

な

ら

う
』

(
-

.

E
d
.

)

と
の

ぺ
､

き
は

め

て
､

ひ

か
へ

め

な

態
度
を

表
明
し

て

ゐ

る
｡

が
､

他

方
に

お

い

て
､

ス

テ
エ

ア

ー

ト

を

ケ

イ

ン

ズ

の

ひ

か

り
に

あ
て

て

(

l
)

み

る

と
い

ふ

方

法
的
態
度
も

あ

ち
こ

ち
に

散
見
さ

れ

る
｡

い

か

に

客
観
的
に

と

り
あ

つ

か

ふ

と
い

つ

て

も
､

僅
々

一

一

〇

〇
ペ

ー

ジ

た

ら

ず
の

書
物
の

な
か

で
､

超
大
な
ス

テ
エ

ア

ー

ト

の

議
論
を

要
約

し
､

こ

れ

に

若
干
の

評
言
を

加
へ

よ

う

と
い

ふ

の

で

あ

る

か

ら
､

選
持
と

批
評
の

基
準
が

必

要
と

な

る

の

は

嘗
然
だ

し
､

か

か

る

基

朗
】

∂

準
と

し
て

ケ

イ

ン

ズ

的
立

湯
が

陰
に

陽
に

あ

ら

は
れ

て

く
る

卜

し

て

も
､

セ

ン

氏

と

し
て

は

雷
然
と
い

は

な

け

れ

ば

な
る

ま
い

｡

ま

た
ス

テ
エ

ア

ー

ト

復
興
の

波
が

ケ

イ

ン

ズ

の

重

商
主

義
観
に

ひ

と

つ

の

源
泉
を

も
つ

と

す
れ

ば
､

ケ

イ

ン

ズ

的
立

易
か

ら
ス

チ
ュ

ア

ー

ト

を

み

る

こ

と

に
､

き

は

め
て

積
極
的
な

意
味
を

み

と

め
る

エ

と
さ

へ

で

き

る

で

あ

ろ

う
｡

し
か

し
､

ふ

る

い

時
代
に

お

な
じ

や

う
な

畢
説
な

り

主
張
が

あ
つ

て

も
､

こ

れ

を

後
代
の

畢
説
の

直

接

の

先

駆
者
と
み

る

こ

と

が

で

き
る

の

は
､

と

き

と

ば

あ

び

に

よ

る
■

の

で

あ
つ

て
､

よ

ほ

ど

注
意
し

な

け
れ

ば
な

ら
な
い

｡

セ

ン

氏
は

ス

テ
エ

ア

ー

ト

の

財
政

論
を

許
し

て
､

『

お

そ

ら

く
ス

テ
ユ

ア

ー

ト

は

財
政
に

関
す
る

そ

の

理

論
に

お

い

て
､

も
つ

と

も

濁
創
的
で

あ
る

｡

そ

の

か

ん

が
へ

の

う
ち

の

あ

る

も
の

ほ

賓
際
に

あ

ま

り

に

も

新
奇
な
の

で
､

同
時
代
の

大
部
分
の

ひ

と
か

ら
と

り

と

め

も

な
い

と

か

ん

が

へ

ら

れ

た

し
､

今
日

の

｢

機
能
的
財
政
+

時
代
に

お

い

て

す

ら

多
数
の

ひ

と

び

と

に

と
つ

て
､

気
ま

ぐ
れ

と

み

え
る

か

も

し
れ

な
い

｡

簡

単
に

い

ふ

と
､

す
ぐ
れ

て

非
正

統
的
な

財
政
で

あ

る
｡

だ

が

そ

れ

ら

は

す
ぺ

て

か

れ

の

流
通
の

理

論
か

ら

ま
つ

た

く

論
理

的
に

で

て

く

る
｡

か

れ

以

前
に

､

財
政
に

崩
す
る

か

な

り

大
部
の

文



( 1 7 ) ス テ ユ ア ー ト 『財 政論』 再 論

献
が

な
い

と
い

ふ

の

で

は

な
い

｡

:

:

し
か

し

課
税
を

公
債
と

経
費
に

む

す
び

つ

け
た

か

れ

の

方

法
と

､

と

く
に

か

れ

が

公

債

に

あ

た
へ

た

重

要
に

し

て

構
成
的
な

役
わ

り
は

､

ま
つ

た

く

あ

た

ら

し
い

も
の

で

あ
つ

た
｡

』

(

S
e

ロ
､

-

E
d

.

-

9

-

N

こ

こ

の

や

う
な

評
債
が

ど
こ

ま

で

正

嘗
か

､

は
､

問
題
で

あ

る
｡

公
債
や

公

債
利
子
を

『

右
の

手

か

ら

左
の

手
へ

の

富
の

移
痔
に

す

ぎ

ず
』

と
み

る

見
解
は
メ

ロ

ン
(

-
e

P

β

せ
イ
p

ロ

召
訂

呂
か
ー

○

ロ

こ
か

～

-
-

ご
00

.

)

な

ど
に

あ

ら
は

れ

て

ゐ

る

(

E
払

∽

已
払

甲
0

ご
t
i

q

岳
払

∽

弓

-

e

C
0

2
日
2

1

諾
-

-

ご

こ
｡

が
､

こ

の

や

う
な

穿
藍
は

こ

こ

で

は

間
は

な
い

｡

ま
た

セ

ン

氏
が

『

ま
つ

た

く

あ

た

ら

し
い
』

と

許
す

る

ス

テ
ユ

ア

ー

ト

の

財
政

論
が

､

ど
の

や

う
な

満
容
の

も
の

で

あ

る

か

に

つ

い

て

は
､

ま
へ

に

か

な

り

く

は

し

ぺ

媚
介
し

て

あ

る

の

で
､

こ

こ

に

ふ

た

た

び

く
り

か
へ

す
こ

と

は
さ

し
ひ

か
へ

た
い

｡

本
稿
で

は
､

セ

ン

氏
が

､

ス

テ
ユ

ア

ー

ト

の

公
債
楽
観
論

-
-
い

な

ア

ダ
ム

･

ス
､

､

､

ス

や

ヒ

ユ

ー

ム

の

極

端
な

公

債
悲
観
論
に

く

ら

べ

る

と
､

公

債
讃
美
論
と
い

つ

て

も

よ

い

!
を
ア

バ

･

ラ

ー

ナ

一

教
授
(

A
一

旨
P

勺
.

F
e

岩
e

ユ

の

ご

と

き
､

ご

く

最
近
の

ケ

イ
ン

ジ

ア

シ

の

近

説
と

比

較
し
て

､

『

ア
バ

･

ラ

ー

ナ

ー

の

機
能
的
財
政
に

関
す
る

章
が

､

ほ

と

ん

ど
ス

テ
エ

ア

ー

ト

の

意
霹
の

や

う
に

み

え
る

と
い

つ

て

も
､

さ

し

て

大

き

な

誇
張
と

は

な

ら

な
い

で

あ

ら

う
｡

』

と

の

べ

て

ゐ

る

と
こ

ろ
に

問
題
を

集
中

し

て

み

た

い

と

お

も

ふ
｡

セ

ン

氏
の

引

用

す
る

ラ

ー

ナ

一

教
授
の

所

説
は

､

『

統
制
の

経
済
学
』

(

申
口

○

ロ
○
ヨ

已
○
∽

O
f

C
O

ロ
t

3
】

-

Z
e

弓

吋
○

旨
-

窒
¢

､

→
苧

E
e

O
f

C
O

n
t

e

已
功

-

C
F
P

p
t

e
→

N

♪

ワ

榊
H
i
)

か

ら
の

も
の

で

あ

る

が
､

そ

れ

に

は
か

う

書
い

て

あ

る
｡

『

完
全

属
僚
を

維
持
し

､

イ
ン

フ

レ

ー

シ

ョ

ン

を

同
避
す
る

た

め
の

有
数
な

手

段
が

政

府
の

手

中
に

存
在
す
る

が
､

そ

の

利

用
は
つ

よ
い

偏
見
に

よ

つ

て

さ

ま
た

げ
ら

れ

る
｡

国
債
の

大
き

さ

が

あ

ま

り

重

要
な

意
味
を

も

た

ぬ

こ

と
､

国
債
利
子
が

国
民

に

封
す
る

負
塘
で

は

な
い

こ

と
､

か

つ

ま

た

国
民

が

園
内
で

保

有
さ

れ

る

国
債
で

｢

破
産
+

さ

せ

ら
れ

る

と

い

ふ

や

う
な
こ

と

は

あ

り

え

な
い

こ

と
､

こ

れ

ら
が

承

認
さ

れ

る

ま

で

は
､

上

述

の

諸
手
段
は

利
用
で

き

な
い

｡

外
債
だ

け

が

個
人
の

債
務
に

ち

か

く
､

国
民
を

貧
困

な

ら

し

め
る

｡

〔

課
程
の

目

的

は

決
し

て

貨
幣
の

調

達
で

は

な

く
て

納
椀

者
の

手
中
に

す
こ

し

し
か

の

こ

さ

ぬ

こ

と

で

あ
る

｡

借
入
の

目

的
は

貨
幣
を

調

達
す
る

こ

と

で

は

な

く
て

公
衆
に

よ

り

多
額
の

公
債
讃
券
を

も

た

せ

よ

り

少

額
の

貨
幣
を

も

た
せ

る

こ

と

で

あ

る
｡

戦
時
債
券
の

目

的
は

公

衆
に

す
く
な

く

支
出
さ

せ

る

こ

と

だ

け
で

あ

る
｡

借
入
と

課
椀

誠
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は
､

逆
に

利
用
す
る

こ

と

も
で

き
る

｡

〕

課
税
の

教
具
と

借
入

の

効
果
と

は

か

さ

な

り

あ
ふ

｡

課
税
と

経
費
支
出

､

借
入

と

貸

付
､

購
入
と

販
賛
は

､

政

府
め

六
つ

の

財
政

的
手

段
で

あ
る

｡

紙
幣
の

印
刷
と

貨
幣
の

鏑
却
も

し

く

は

保
蔵
は

､

投
資
と

滑
費

を

調

整
し
て

完
全

雇
傭
を

あ

た
へ

る

と

い

ふ

課
題

に

お

い

て

は
､

上

述
の

手

段
の

補
完
者
と

な

る
｡

経

費
支
出
は

公
共

事
業
.

の

形
態
を

と

ら

な

け
れ

ば

な

ら
ぬ

か

も

し

れ

な
い

｡

』

右
の

引

用
は

､

正

確
■

を

期
す
る

た

め
､

セ

ン

氏
の

引

用
で

省
略

し
て

あ
る

部
分

(

〔

〕

で

つ

つ

ん

で

お
い

た
)

を

も

く
わ
へ

て

原
著

の

ま

ま

詳
出
し
た

が
､

た

し

か

に
一

面
に

お

い

て

ス

テ
ユ

.
ア

ー

ト

の

財
政

論
が

ラ

ー
.

ナ

一

教
授
の

機
能
的

財
政

(

句

巨
星
○

ロ

巴

ヨ
･

日
p

ロ
O

e
)

と

符
節
を

あ

は

せ

る

ご

と

く
+

致
し
て

ゐ

る

こ

と

は

み

と

め

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

ま
ち

が

び

な

く
ス

テ
ユ

ア

ー

ト

は

内

園
人
の

所
有
す
る

公

債
が

『

全

髄
と
し

て

負
楯
で

あ
る

よ

り

為

む

し

ろ

利
益
で

あ

る
』

(

全
集
版

く
○
-

+
く

〉

や

宗
N

.

)

と
い

び
､

ま

た

『

租
税
の

流
通
促
進
作
用
』

を

経
費
と
の

関
係
に

お

い

て

論
じ

て

ゐ

る
｡

一

貫
し
た

『

流
通
』

の

原
理
か

ら
､

公
債
と

租
税
と

経

費
の

作
用

を

考
察
し
た

ス

テ
エ

ア

ー

ト

の

理

論
は

､

セ

ン

氏
の

い

ふ

と

ほ

り
､

『

全

く
あ

た

ら

し

く
』

､

か

つ
､

『

公
共
財
政

政

策
の

目

標
を

経
済
の

平
衡
輪
と

し
て

は

た

ら

ぐ
こ

と

に

お

く
ぺ

し

と

す
る

ス

テ
エ

ア

ー

ト

の

言
明

は

(

古
典
汲
の

望
ん

だ

ご

と

く

年
々

の

収

お

入

と

支
出
を

均
衡
さ

せ

る

こ

と
に

目

標
を

お

く
の

と

ち
が

つ

て
)

､

こ

れ

ま

た
い

ち

じ

る

し

く

近

代

的
で

あ

る
』

(

S
e

ロ
‥

-

E
(

r

p
･

-

N

か
.

)

と
い

ふ

の

も

首
肯
で

き

な
い

わ

け
で

は

な
い

｡

し
か

し
､

ス

テ
ユ

ア

ー

ト

の

近
代
性
を
こ

の

や

う
な
か

た

ち
で

強
調
す
る

の

は
､

は

た

七
て

ス

テ
ユ

ア

ー

ト

解
繹
と

し
て

蛮
骨
で

あ

ら

う
か

｡

セ

ン

氏
は

注
意
ぶ

か

く
､

ス

テ
ユ

ア

ー

ト

や
､

し

た

が

つ

て

ま

た

そ

の

『

意
詳
版
』

た

る

ラ

ー

ナ

一

教
授
の

理

論
の

正

香
に

つ

い

て

は

雪
盲
を

留
保
し

て

ゐ

る
｡

い

は

く
､

『

わ

れ

わ

れ

は

ど
こ

ま

で

か

れ
〔

ス

テ
エ

ア

ー

ト
〕

が

正

し
か

つ

た

か
､

ま

ち
が

つ

て

ゐ

た

か
､

に

つ

い

て

は
､

な
ん

ら

か

の

判
定
を

あ

た
へ

よ

う

と

提
案
す
る

も
の

で

は

な
い

｡

潜
局

､

論
争
〔

古
典
派
の

財
政
均
衡

､

論
が

よ
い

か
､

ス

テ
ユ

ア

ー

ト

的
財
政
政

策
が
よ

い

か
〕

は

今

後
に

解

決
を

ま

た

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

』

(

紆
ロ

こ
E
P

-

や
ー

N

N
･

)

と
｡

し

か

し
､

そ
れ

に

も

か

か

は

ら

ず
､

ス

テ
ユ

ア

ー

ト

の

議
論
が

､

現

箕
の

公
債
の

畿
展
史
に

徴
し
て

､

ヒ

ユ

ー

ム

や

ス
､

､

､

ス

の

悲

観

論
よ

り

眞
賓
に

ち
か

か

つ

た
と

し

て
､

そ

の

正

常
性
の

梓
護
七

か

(

2
)

た

む
い

て

ゐ

る

こ

と

は

う
た

が

ひ

な

い
｡

そ

し
て

そ

の

正

嘗
性

が
､

あ

る

程
度
ま

で
､

ケ

イ

ン

ジ

ア

ン

に

も

あ

た
へ

ら

れ

て

ゐ

る

の

で

あ
る

｡

別
の

箇
所
で

セ

ン

氏
が

ス

テ
ユ

ア

ー

ト

の

貨
幣

･

銀

虹



( 泣) え チ ェ ア ⊥ ト 『虎政論』 再論

行
論
を

許
し

な

が

ら
､

『

か

れ

が

眞
に

さ

ぐ

り

も
と

め

て

ゐ

た

も

の

が
､

最
後
的
に

あ

き

ら
か

に

な

る

の

は
､

た

だ

た

だ

ケ

イ

ン

ズ

(

3
)

的
な

分

析
に

て

ら

し
て

で

あ

る
｡

｢

現
金

需
要
+

(

言
邑
y

2
0

日
e

呵

d
｡

m

賀
d
)

の

性
質
と

重

要
性
に

関
す
る

か

れ

の

分
析

､

貨
幣
需

要
の

量
が

交
易
と

産

業
の

状
態

､

国
民
の

生

活

様

式

と

支

出

慣

習
､

等
々

に

依
存
す

る

と

い

ふ

か

れ

の

結
論

､

ま

た

貨
幣
量
の

増

加
が

､

単
に

流
通
の

促
進
に

よ

つ

て

の

み

な

ら

ず
､

ま

た

利
子

率

の

低
下
に

よ

つ

て

も

交
易
と

産

業
に

影

響
す
る

傾
向
を

も

つ

と
い

ふ

事

賓
に

封
す
る

か

れ

の

鶉
調

､

こ

れ

ら
は

､

こ

こ

数
年
束
わ

れ

ゎ
れ

が

完
全
に

通
暁
す
る

に

い

た
つ

た

観
念
で

あ

り
､

結
局

､

,
わ

れ

わ
れ

の

十
九

世

紀
の

租
父
た

ち
に

非
常
識
と

ひ

び

い

た

ほ

ど

わ

れ

わ

れ
に

は

奇
態
に

び

び

か

な
い

観
念

で

あ

る
』

(

S

e

β
‥

i

藍
.

-

甲

声
)

と
い

つ

て
･
ゐ

る

と
こ

ろ
か

ら

み

て

も
､

セ

ン

氏
の

立

場

が

わ
か

る

で

あ

ら

う
｡

ス

テ
ユ

ア

ー

ト

を

ケ

イ

ン

ズ

学
説
の

高
み

ま
で

ひ

き

あ

げ
て

､

そ

こ

で

ス

テ
ユ

ア

ー

ト

を

解

澤
し

ょ

う

と

す

る
｡

こ

の

よ

う
な

立

場
を

一

概
に

け
な

す
こ

と

は
で

き

な
い

｡

ま

ヽ

ヽ

た
セ

ン

氏
は

決
し
て

ケ

イ
ン

ズ

の

立

場
か

ら
の

み

ス

テ
エ

ア

ー

ト

を

理

解
し
ょ

う
と

し

て

い

る

の

で

も

な
い

｡

さ

き

に

の

べ

た

セ

ン

氏
の

小

論
『

ス

テ
ユ

ア

ー

ト

の

雇
傭

･

利

子
貨
幣
の

一

般
理

論
』

に

く
ら
べ

る

と
､

今
回
の

著
書
で

は
､

も
つ

と

ひ

ろ
い

硯
野
か

ら
､

『

客
観
的
に
』

評
慣
し

ょ

う
と

す
る

態

度
が

み

ら

れ

る

の

で

あ

る
｡

し

か

し

そ

れ

に

も
か

か

は

ら

ず
､

根
棍
に

は

ケ

イ
ン

ズ

的
観

鮎
が

よ

こ

た

は
つ

て

ゐ

る

こ

と

は

香
定
で

き

な
い

や

う
に

お

も
は

れ

る
｡

(

1
)

セ

ン

氏
の

論
文

､

｡

∽

首

-
P

2
e
∽

S
t

e

日

当
t

､

の

G
e

ロ
e

言
-

旨
e

O
り

叫

○

訂
ヨ
]

号
叫

2
e

ロ
t

､

巨
e

→

邑

賀
P

m
O

n
e

y
｡

(

昏
3
?

邑
昌
-

ぎ
ー

･

舛
Ⅰ

く
:
Z
〇
･

ぷ
句
e

F
-

窒

ご
は

､

ケ

イ
ン

ズ

の

『

雇

傭
･

利
子

･

貨
幣
の

一

般
理

論
』

に

対
し

て
､

ス

テ

ユ

ア

ー

ト

の

『

雇
傭

･

利

子
･

貨
幣
の

一

般
理

論
』

を

封
此

し
て

､

そ

の

親

近

性

を

強

調

し

た

も
の

で

あ

る
｡

今

回
の

著
書
で

は
､

セ

ン

氏
は

ス

テ

エ

ア

ー

ト

に

お

け
る

ケ

イ
ン

ズ

的
特

徴
を

と

く

に

弔
詞

し
て

る

わ

け
で

は

な
い

が
､

本

文
で

の

べ

る

よ

う
に

､

ス

テ
ユ

ア

ー

ト

の

近

代

性
を

説

く

と

き
に

は
､

ケ

イ
ン

ズ

乃

至

そ

の

次
の

び

と
び

と

と
の

類
似
性

を

指
摘
し

て

論
按
と

し
て

ゐ

る

の

で

あ
る

｡

(

2
)

こ

の

鮎

ほ
､

本

稿

第
四

節
で

ま
た

問

題
に

す

る

つ

も

り

で

ぁ

る

が
､

セ

ン

氏
は

､

ス

テ
ユ

ア
.

-

ト

の

公

債
来

観
論
が

､

昔
時
の

歴

史
情

況
の

も

と
で

､

現

資
性
を

も

つ

て

か

た

と

主

張

し
､

そ

の

論

擾
を
シ

ュ

ム

ベ

ー

タ

ー

夫

人
の

有
名

な

論
文

に

も

と

め
て

ゐ

渇
｡

同

夫

人
の

｢

イ

ギ

リ

ス

の

物

償
と

財

政
+

(

占
n

g

亡
∽

F

七
ヰ

訂
∽

賀
d

吋
ロ

g
O

句

F

呂
O

e

+
訣
0

1
-

∞

N

N

+

恕
e

訂
蛋

見

向
Q

3

き
音

容
苧

蔓
～

阜
句
2

F

-

だ
示
･

)

は
､

一

七
二

一

年
か

ら
一

七

五

五

年
ま

で

イ

ギ

リ

ス

の

物

償
が

援

慢

な

低

落

を
つ

づ

け
た

の

に

反
し

､

一

七

五

五

年
ご

ろ

か

ら

は

物

償
の

上

昇

が

は

じ

ま

り
､

一

七

九

〇

年
に

な

る

一7

と
､

革
命
と
ナ

ポ

レ

オ

ン

戦
争
の

結
果

､

急
激
な

物
債

騰
貴
が

優

生

即
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湧
ぜ

∃

月
+

弓

当
.

■パ
Y

さ

1
｡

づ
■｡
召
一消

ノ

責
ヨ

⇒
マ

､

一

ヽ

し

た
こ

と

を

し

め

し
た

が
､

セ

ン

氏
は
こ

の

物
債

襲
動
か

ら
ス

テ
ユ

ア

+

ト

の

公

債
に

ょ
る

流

通
の

撰
大

策
が

､

一

七

五

〇

年
代
の

政

策

と
し

て

安

嘗
性

を

も
つ

て

ゐ

た

こ

と
､

ま

た

ア

ダ
ム

･

ス

､
､

､

ス

､

デ

イ
ブ

イ

ッ

ド
･

ヒ

ユ

ー

ム

な

ど
の

公

債
恐

怖

論
が

､

一

七

五

五

年
以

後
の

物
償
の

騰
貴
傾
向

に

照
應

す
べ

き
こ

と

を

論
じ
て

ゐ

る
｡

(

3
)

ス

テ

ユ

ア

ー

ト

は
､

貸
常
数
量

記
に

反

封
し

､

貨
幣
が

物

偶
に

作

用

す
る

た

め
に

は
､

貸
借
が

流
通
に

な

げ
こ

ま

れ
て

を

ら

ね

ば
な

ら

ず
､

貨

幣
が

流

通
す
る

か

ど

う
か

ほ
､

現
金

需

要
の

有
無
に

よ

る

と

か

ん

が
へ

て

ゐ

た
｡

三

ス

テ
エ

ア

ー

ト

に

お

け

る

経
費
の

赦
果

セ

ン

氏
は
ス

テ
ユ

ア

ー

ト

財
政

論
の

『

い

ち

じ

る

し

い

近
代

性
』

を

強
調

し
た

｡

そ

し
て

そ
の

近

代
性
は

､

と

く

に

公

債
と

課

税
と

経
費
の

三

つ

を

ス

テ
エ

ア

ー

ト

が

綜
合

的
に

考
察
し

た

鮎
に

も

と

め
､

ラ

ー

ナ

一

教
授
と
の

親
近

性
を
つ

よ

く

印
象
づ

け
よ

う

と

し

た
｡

こ

の

や

う
な
セ

ン

氏
の

説
明
に

封
し
て

は
､

た

し
か

に

一

面
に

お

い

て

わ

れ

わ

れ

も

同
感
の

念
を

禁
じ

え

な

い

の

で

あ

る

(

同

時
に

他
面
で

は

重

大
な

も
の

が

わ

す
れ

ら

れ

て

ゐ

る

の

で

は

な
い

か

と
い

ふ

不

安
が

生

ず
る

の

も

事
賓
で

あ

る
｡

こ

の

問
題

は
､

次
節
で

と

り

あ

げ
る
)

｡

ス

テ
ユ

ア

ー

ト

に

あ

つ

て

は
､

粗
疎

も

公

債
も

経
費
と

む

す
び

つ

け

ら
れ

て

ゐ

る
｡

租
税

を

考
察
す
る

ば

あ

ひ

に

も
､

公
債
を

論

.
淵

ず
る

ば

あ
ひ

に

も
､

資
金
の

支
出
に

よ

つ

て

生

ず
る

流
通
促
進
作

用
と

関
係
づ

け

ら
れ

て

ゐ

る
｡

と
こ

ろ

が
､

涜
通
の

促
進
と
い

ふ

鮎
か

ら

み

る

と
､

経
費
の

職
能
別
の

使
途
は

､

あ

ま

り

問
題
に

な

ら

な

く

な
つ

て

く

る
｡

た

と
へ

ば

教
育

費
か

行
政

費
か

の

直
別

･

は
､

経
費
効
果
の

問
題
と

は

直
接
に

は

関
係
が

な
い

｡

こ

の

鮎
に

つ

い

て

事
賓
ス

テ
ユ

ア

ー

ト

は

ど

ん

な

態
度
を

と
つ

て

ゐ

た

か

と

い

ふ

と
､

道

徳
的
に

非
難
さ

る

ぺ

き

経
費
す
ら

経
済
的
に

は
こ

れ

を

是
認
す
る

の

で

あ
る

｡

と
こ

ろ

が
､

セ

ン

氏
の

説
明
で

は
､

ス

テ
エ

ア

ー

ト

が
､

か

な

り

経
費
の

支
途
に

神
経
質
で

あ
つ

た

と
お

も

は

す
や

う
な

引

用
が

お

こ

な

は
れ

て

ゐ

る
｡

セ

ン

氏
に

よ

る

と
､

ス

テ
エ

ア

ー

ト

ほ
､

費
目
の

選
定
に

注
意
ぶ

か

く
な

け
れ

ば

な

ら
ぬ

こ

し
+

を

を

し
へ

て

ゐ

る

と
い

ふ
｡

こ

の

鮎
を

セ

ン

氏
は

､

『

ス

テ
ユ

ア

ー

ト

の

意
見
で

は
､

｢

租
税
の

欺
用
+

の

圭
た

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

る

も
の

は
､

｢

国
家
に

有
用
な

人

間
､

お

よ

び

貧
者
を

､

国
家
の

用
に

供
す
る

た

め
に

雇
僻
す
る

に

足
る

基
金
を

､

富
者
か

ら

ひ

き

だ

し
て

､

公
益

を

増

進
す
る

､

も

し

く

は
､

外

囲
貿
易
に

開

聯
し
て

国
内
の

奪
惨
か

ら

生

ず
る

惑
結
果

を
､

輸
出
に

封
す
る

補
助

金
支
沸
の

基
金

を

用
意
す
る

こ

と

に

よ

つ

て
､

矯
正

す
る

こ

と
+

で

な

け
れ

ば
な

ら
な
い

｡

』

『

し

か

し
こ

の

目

的
の

た

め



( 2 1 ) ス テ エ
ア ー

ト 『財政 論』 再 論

に

は
､

立

汲
な

課
税
制
慶
を

考
案
す
る

だ

け
で

は

た

り

な
い

の

で

あ
つ

て
､

公
共

経
費
の

種
々

な
る

費
目
を

注
意

ぶ

か

く

国
別

.

す
る

こ

と
も

必

要
で

あ

る
｡

』

(

S
①

n
‥

i

E
チ

p
.

-

-

戸
)

と

ま
へ

お

き

し

て
､

ス

テ
ユ

ア

ー

ト

の

つ

ぎ
の

文
章
を

引

用
し
て

ゐ

る
｡

す
な
は

ち
､

『

も

し
一

千
ポ

ン

ド

が

花
火
の

製

作
に

あ

た
へ

ら

れ

る

な

ら

ば
､

そ

の

た

め
に

多
く
の

び

と

び

と
が

や

と
は

れ
､

一

時
的
な

生

活
資
料
を

獲
得
す
る

｡

も

し

同

じ

金
額
が

､

濁

る

州
の

原
野

を

潅
漑
す
る

た
め

の

運
河
の

建
設
に

あ

た
へ

ら
れ

る

と
､

お

な

じ

人

数
の

ひ

と

び

と
が

､

同
一

の

利
益

を

獲
得
で

き

よ

う
｡

こ

こ

ま

で

は

計

算
は
お

な

じ

で

あ

る
｡

だ
が

､

花
火

は

う
ち
あ

げ

て

し
ま
へ

ば
､

火

薬
の

け

む

り

と
に

ほ

び

以

外

に

な

に

が

の

こ

る

か
｡

こ

れ

に

反
し
て

､

運
河
の

結
果
は

以

前
の

不

毛
の

土

地
.

が

永
久
に

肥
沃
に

な
る

こ

と
で

あ
る

｡

』

(

S
t

e

仁
p

き

く
○
-

仁

日
e

H
-

ワ

㌍
止

し

こ

の

引

用
文
だ
け

を

み

る

と
､

ス

テ
ユ

ア

ー

ト

が
､

経
費
の

使

途
に

非
常
に

大
き

な

カ

鮎
を

お

い

て

ゐ

る

や

う
に

み

え

る
｡

だ

が

こ

れ

は

都
合
の

よ
い

引
用
に

よ

つ

て
､

誇
張
が

お

こ

な

は

れ

る

例

の

び

と
つ

と
い

つ

て

も

よ

い

の

で

は

な
い

か

と
お

も

ふ
｡

む

し
ス

テ
ユ

ア

ー

ト

が

経
費
の

使
途
に

そ

れ
は

ど

大
き

な

意
義
を

み
.
と

め

で

ゐ

た

と

す
る

な
ら

ば
､

ラ

ー

デ

ー

敦
投
の

『

機
能
的

財
政
』

の

観

念
と

平
伏
が

あ
は

な

く
な

る

お

そ

れ

が

あ

る
｡

け

だ

し
､

『

機

能
的
財
政
』

の

特
徴
は

､

経
費
の

意

義
を

主
と

し
て

そ

の

所
得
数

一

果
に

も

と

め
､

使
途
は
そ

れ

ほ

ど

問
は

な
い

と
■
ニ

ケ
に

あ
る

と

か

(

1
)

ん

が
へ

ら

れ

る

か

ら
で

あ

る
｡

と
こ

ろ

が

事

箕
は

平
伏
が

あ

つ

て

ゐ

る
.
と

み

て

よ

い

の

で

は

な
い

か

と

お

も

ふ
｡

す
で

に

ま
へ

の

論

文
で

も

紹
介
し

た

や

う
に

､

フ

ラ

ン

ス

宮
魔
の

法
外
な

滑
費
の

習

慣
す
ら

道
徳
的
に

は

弊
害
か

も

し
れ

ぬ

が
､

経
済
的
に

は

弊
箸
ど

こ

ろ
か

､

生

産
促
進
作
用
を

も
つ

､

と
い

ふ

の

が

ス

テ
ユ

ア

ー

ト

の

主
張
で

あ
つ

た
｡

セ

ン

氏
の

引
用
す
る

花
火
と

運
河
の

比

較
論

で

は
､

雇
傭
の

創
造

､

し

た

が

つ

て

産
業
の

餞
展
の

方
に

眞
の

重

鮎
が

あ

る
｡

も

ち

ろ
ん

為
政
者
と

し
て

は
､

花
火

よ

り

も

運
河
の

建
造
を

え

ら
ぶ

べ

き

で

あ

る

が
､

運
河
の

建

設
を

え

ら

び

さ
へ

す

れ

ば
､

産
業
が

畿
達
す
る

と
い

ふ

も
の

で

ほ

な
い

｡

ま

た

花
火
の

製
作
が

か

な

ら

ず
無
益

だ

と
い

ふ

の

で

も

な
い

の

で

あ

る
｡

『

原

理
』

第
二

君
､

第
三

十

章
で

､

ス

テ
ユ

ア

ー

ト

は
､

『

為
政

者
が

､

生

酒
の

簡
素
を

破
壊
せ

ず
､

ま

た

そ
の

大

部

分
が

安
易
か

つ

幸

頑
に

安
全

な

生

活
を

し

て

い

る

と

か

ん

が

へ

ら
れ

る

人

民
の

習
慣
に

､

急
激
な

愛
革
を

び

き

お

こ

す
こ

と

な

く
､

か

つ
､

同

時
に

､

す
べ

て

の

ひ

と

に

欲

求
さ

れ

る

必

需
品

淵



一 橋論叢 第 三 十 九 巷 第 五 既 ( 2 之)

を

あ
て

が

ふ

や

う
に

､

産
業
(
-

n
d

宏
t

→

ユ

を

確
立

す

る

に

は
､

ど

う
す
れ

ば

よ

い

か
｡

』

(

S
t

e

≠

覧
t

こ
E
(

r

く
○
-

≠

m
e

H
-

や

畠
∞

.

)

と

設

問
し

､

『

費
用
の

か

か

る

公
共
事
業
こ

そ

最
善
の

手

段
』

だ

と
こ

た
へ

る
｡

だ

が
､

公

共

事
業
さ
へ

お

こ

な
へ

ば

よ

い

か

と
い

ふ

と
さ

う
で

も

な
い

の

で

あ

る
｡

古
代
に

お

い

て

も

社
歴
な

公
共

事
業
が

お

こ

な

は

れ

た

に

も

か

か

は

ら

ず
､

産
業
は

哉
達
し

な

か

つ

た
｡

そ

の

理

由
は

ど
こ

に

あ

る

か
｡

ス

テ
ユ

ア

ー

ト

に

よ

れ

ば
､

古
代
に

お

い

て

は
､

人

民

は

自
給
自
足
的
に

自
己
と

家
族
の

た

め
の

努
働
(
】

p

ど
声

ユ

に

服
し

た
が

､

販

費
用
生

産
物
を
つ

く

り

だ

す
勤
勢
(

ど

合
算

1

ユ

に

は

従
事
し

頂
か

つ

た
｡

ま

ば

ゆ
い

ば
か

り
の

建
築
も

､

労
働
(
】

P

ぎ
弓
)

を

強
制
的
に

徴
収
す
る

こ

と
に

よ

つ

て

つ

く

や
だ

さ

れ

た
｡

産
業
(

訂
d

星
t

→

ユ

の

ば

あ

ひ

に

は
､

勤
労
に

封
し
て

報
酬
を

あ

た
へ

な

け
れ

ば
な

ら
ぬ

｡

.
も

ち

ろ

ん

道
路

､

導
水

菜
､

共

同

下
水

､

橋
梁
な

ど

を
つ

く
れ

ば
､

都

市
生

活
を

便
利
に

す
る

が
､

公

共
の

経
費
で

ま
か

な

は

れ

る

勤
労

(

小

口
n

F
∽

t

→

ユ
.
に

よ

つ

て
､

た

だ

ち
に

個
人
の

簡
素
が

そ

こ

な

は

れ

る

わ

け
で

は

な
い

｡

問
題
は

､

道
路
の

開
設
に

よ

つ

て
､

い

ま

ま

で

徒
歩
で

往
来
し

た

も
の

が
､

馬
車
に

の

り

だ

す
か

香
か

に

あ

る
｡

馬
車
に

の

る

や

う
に

な
れ

ば
､

馬
車
の

製
作
者
と
い

ふ

凍

ら

た

な

職
業
が

お

こ

り

産
業
が

餞
達

し

奪
修
が

普
及

す
る

｡

そ

こ

卵
-

へ
)

で
､

『

産

業
(
-

ロ
n

F
∽

t

→

ユ

は
､

奪
移
晶
の

封
償
を

あ

た
へ

る

側

に

お

い

て
､

簡
素
な

生

活
様
式
を

破

壊
す
る

｡

封
債
の

受
領
が

た

び

か

さ

な

る

に

つ

れ

て
､

努
務
者

(

彗
詩
臼
ト
ロ
)

の

側
に

､

従
属
的
な

香
移
を

嶺
生
さ

せ

る
｡

そ

れ

ゆ

ゑ

も

し

産
業
〔

も

し

く
は

勤
労
〕

が
､

ま

す
ま

す

増
大
す
る

欲

望
を

み

た

す
た

め
に

封
債
を

あ

た
へ

る

個
人
か

ら
の

刺
戟
に

で

あ
ふ

な

ら

ば
､

か

れ

ら
が

そ

の

簡
素
な

生

活
様
式

そ

放
棄
し
っ

つ

あ

る

こ

と
の

謹
左

で

あ

る
｡

こ

の

ば

あ
び

､

人

類
の

欲

求
と

欲

望
は

産
業
の

母

た

る

こ

と

を

讃
す
る

の

で

あ
つ

て
､

こ

れ

が

第
一

篇
の

前
提
で

あ

つ

た
｡

な

ぜ

な

ら
､

事
貴

､

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

の

産

業
は

ひ

と
へ

に

こ

の

原
因
に

も

と

づ

い

て

ゐ

る

か

ら

で

あ

る
｡

』

(

翌
e

亡
P

→
t

.

i

b
i

d
.

Y

く
○
】

亡

m
e

H
､

出
0

0

打

H
H

〉

宇

島
〇
.

)

こ

の

や

う
な

立

場
か

ら

す
れ

ば
､

す
く
な

く

と

も

根
本

的
に

ヽは
､

公

共
の

経
費
が

､

花
火
に

む

け

ら
れ

る

か
､

運

河
に

む

け

ら

れ

る

か

と
い

ふ

こ

と

は
､

そ

れ

ほ

ど

重

視
す

る

に

た

ら

な

く

な
る

こ

と

が

理

解
さ

れ

る

で

あ

ら

う
｡

問
題
は

､

公
共

経
費
の

地

盤
に

産
業
が

あ

る

か

ど

う
か

､

公

共

経
費
が

産
業
を

促
進

す
る

や

う
な

諸
侯
件
が

あ

る

か

ど

う
か

で

あ
る

｡

為

る

国
に

偉
大

な

公

共

事
業

ノ

仁
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が

あ
る

か

ら

と
い

つ

て
､

他
の

園
に

優
越
す
る

も
の

で

は

な
い

｡

一

方
に

壮
大
な

宮

腰
が

そ

び

へ

､

他

方
に

掘
立

小

屋
が

あ
る

と
い

ふ

園
は

､

少

数
の

富
者

､

多
数
の

貧
者
の

存
在
を

意

味
す
る

と

同

時
に

､

奴

隷
労
働
の

徴
集
に

よ

る

に

せ

よ
､

あ

る

ひ

は

租
税
の

徴

収
に

よ

る

に

せ

よ
､

歴

制
の

存
在
を

も

讃
明

す
る

も
の

で

あ
る

｡

壮
大
な

宮

殿
や

思
念
碑
の

か

は

り
に

､

豪
奪
な

安
倉
や

蓮

覚
が

お

こ

な
は

れ

て

も

同

様
で

あ

る
｡

ス

テ
ユ

ア

ト

ト

は
､

『

貨
幣
の

所
有
者
は

､

こ

れ

を

説

得
し
て

貧
者
の

利
益
の

た

め
に

貨
幣
を

て

ば

な

さ

せ

る

こ

と
は

で

き

る

か

も

し
れ

な
い

､

し
か

し
､

子

孫
の

利
益
に

反
し
て

ま

で
､

無
理
に

て

ば

な
さ

せ

る

こ

と

は

で

き

な
い

｡

も

し

可

能
な
ら

､

立

汲
な

役
立
つ

支
出

の

趣
味
は

､

こ

れ

を

鼓
舞
せ

よ
｡

こ

れ

ほ

ど

正

し
い

こ

と

は

な

い
｡

私

有
の

財
産
を

保

持
し

ょ

う
と
い

ふ

見
地
か

ら
､

現

金
の

浪
費
を

阻
止

す
る

や

う
な
こ

と
は

決
し

て

す
る

な
｡

こ

の

や

う

な

懸

念
は

各
個
人
の

熟
慮
に

ま
か

せ

よ
｡

う
た
が

ひ

も

な

く

す

べ

て

の

ひ

と

は
､

自
己
の

子

孫
の

永
横
を

は

か

り

そ

の

た

め
に

用
意
す
る

権
利
を

も
つ

｡

こ

れ

は

あ

た

か

も

国
家
が

全

社
禽
の

肩
祉
の

永

潰
を

か

ん

が

へ

な

け
れ

ば

な

ら
ぬ

の

と
お

な

じ
で

あ

る
｡

』

人
S
t

e

仁

寛
t

∵
E
d

一

)

中

台

こ

と
い

つ

て

ゐ

る

が
､

今
月

の

こ

と
ば

で

い

へ

ば
､

有
効
需
要
の

増

加
の

必

要
を

説
い

て

ゐ

る

の

で

あ
つ

て
､

国
家
の

ば

あ

ひ

に

お

い

て

も
､

貨
幣
の

退

頼
と

流
通
の

梗
塞

を

ひ

き
お

こ

す
や

う
な

政

策

は
､

こ

れ

を

排
斥
し

な

け
れ

ば

な

ら
ぬ

と
い

ふ

の

が

ス

テ
ユ

ア

ー

ト

の

主
張
で

あ
つ

た
｡

す
で

に

前
稿
せ

も

指
摘
し

た
こ

と

で

あ

る

が
､

ス

テ
エ

ア

ー

ト

の

財
政
論
に

は
､

経
費
論

､

公

債
論

､

租
税

論
と
い

ふ

髄
系
的
な

(

2
)

三

分
割
が

存
在
し

な
い

｡

し

た

が

つ

て
､

と

く
に

経
費
に

つ

い

て

は
､

ま

と

ま
つ

た

意

見
を

き

く
こ

と

は

で

き

な
い

が
､

か

ん

が
へ

や

う
に

よ
つ

て

は
､

『

原
■

理
』

の

全

篇
が

す
べ

て

『

経
費
-
貨
幣

流
通
』

の

意

義
と

効
果
に

関
す
る

議
論
だ

と
い

つ

て

も
よ

い
｡

セ

ン

氏
の

引
用

す
る

『

花
火

･

運
河

比

較

論
』

が
､

ス

テ
ユ

ア

ー

ト

の

眞
意
を

部
分
的
に

し
か

つ

た

へ

な
い

と

断
ず
る

の

ほ
､

あ

る

び

は

酷
で

あ

る

か

も

し
れ

ぬ
｡

わ

た

く

し
の

引

用
の

し
か

た

に

も

か

な

り

か

た

よ
つ

た

と
こ

ろ
が

あ

る
｡

賓
際
の

と
こ

ろ

眞
賓
は

ほ

ゞ

そ

の

中
問
に

あ
る

と
い

へ

ば

よ

い

の

で

あ

ら

う
か

｡

と

に

か

く

軽

費
の

支
出
計

量
そ

の

も
の

に

封
す
る

償
値

は

あ

ま

り

問
題

と

せ

ず
､

そ

の

経
済
的
効
果
の

債
値
を

重

要
視
す
る

鮎
で

､

ス

テ
エ

ア

ー

ト

が
､

セ

ン

氏
の

説
く

以

上
に

き
は

め
て

ケ

イ
ン

ズ

的
で

あ

る

こ

と

は

あ

き

ら
か

に

な
つ

た

と

お

も
ふ

｡

一

⊥

(

1
)

か

く
い

へ

ば

と
て

､

ラ

ー

ナ

一

致
腰
が

､

国

家

軽
農
の

使

朗
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途

を

全

然

無
税

し
､

い

か

な

る

浪

費
を

も

是
認

す
る

も
の

と

主

張
す

る

の

で

ほ

な
い

｡

た

だ

機

能

的

財

政
に

お

い

て

は
､

経
費
も

公

債
も

租

疎
も

一

義
的
に

イ
ン

フ

レ

ー

シ

ョ

ン

な

き

完
全

雇

備
に

む

す
ぴ

つ

け
ら

れ

る

結
果

､

経
費
の

使
途

は
､

第
二

義
的

な

意

味

し

か

も

た

さ

れ

な

い

こ

と

を
い

は

ふ

と

す
る

に

す
ぎ

な

い

｡

機
能
的

財
政

に

お

け

る

使
途
不

問
の

傾
向

は
､

ケ

イ
ン

ズ

の

有
名
な

提
言
と

あ

ひ

通
ず
る

の

で

あ
る

-
い

は

く
､

『

ビ

ラ
･

､

､

ァ

ド

の

築
造

､

地

震
､

戦
争

､

銀

行
券
の

廃
坑
へ

の

哩

赦
と

再

蜃

据
す

ら
､

失

業
を

な

く

し
､

社

食
の

貴

賓
所

得
を

大

な

ら
し

め

る
､

も

ち

ろ

ん

家

屋
の

類
を

建

設

す
る

方

が

賢
明

だ
が

､

こ

れ

を

邪

魔
す
る

政

治

上

賓
際

上
の

困

難
が

あ
る

な

ら
､

前

記
の

こ

と
は

､

無
き

に

ま

さ

る

で

あ

ら

う
｡

』

(

C
汁

内
e

y

β
e
ロ

‥

→
F
e

G
e

臼
e

記
r

-

→
ビ
¢

○
→

y

p
.

-

N

心

)

(

2
)

経

費
･

租
税

卜

公

債
の

三

分

割

法
は

財
政

を

家

計

的
に

み

る

こ

と
の

ひ

と
つ

の

あ

ら

は

れ
で

あ
る

｡

ス

テ

エ

ア

ー

ト

の
『

原

理
』

で

は
､

公

債
と

租
税

に

は

濁

立
の

篇
別
が

ま

う
け

ら

れ

て

ゐ

る

に

も

か

か

は

ら

ず
経
費
に

は

猥
立

し

た

簾
別
が

な
い

｡

そ

の

う
へ

､

租
税
の

問
題

は
い

た

る

と

こ

ろ

で

論
ぜ

ら

れ
て

ゐ

る
｡

ま

た

財
政

論
の

全

鰹

の

構
造
か

ら

み
て

､

『

原
理
』

が

公

信
.

用

を

さ

き
に

考
察
し

て
､

つ

い

で
､

租
枕
に

お

よ

ん
で

ゐ

る

の

は

注

目

す
べ

き
こ

と
で

あ
る

｡

四

ス

テ
ユ

ア

ー

ト

お

よ

び

ケ

イ

ン

ズ

に

お

け

る

公

共

支
出

前
節
に

お

い

て
､

ス

テ
ユ

ア

ー

ト

の

経
費

命
が

形
式

的
に

は
､

セ

ン

氏
の

紹
介
以
上

に
､

ケ

イ

ン

ズ

的
公
共

支
出
論
に

顆
似
し
て

/

ゐ

る

こ

と
を

し
め

し

た

が
､

し
か

し

行
文
の

あ

ひ

だ

に
､

お

の

づ

戯∂

か

ら
ス

テ
エ

ア

ー

ト

の

問
題
に

し

た

『

産
業
乃

至

勤
労
』

(

訂
一

宏
･

t

→

ユ

の

作
出
の

問
題
が

､

ケ

イ
ン

ズ

や

ラ

ー

ナ

ー

の

『

公
共

支
出

政

策
』

､

『

機
能
的
財
政
』

で

問
題
に

な
つ

て

ゐ

る

『

完
全

雇
傭
』

の

問
題
と

､

そ

の

歴

史
的
意
義
に

お

い

て

非
常
に

こ

と

な
る

も
の

で

あ

る

こ

と

は
､

准

知
さ

れ

る

で

あ

ら

う
｡

こ

れ

は
､

す
で

に

論

じ
っ

く
さ

れ

た

感
の

あ

る

主
題
で

も
あ

る
｡

ス

テ
ユ

ア

ー

ト

を

も

ふ

く

む

重

商
主
義
者
ほ

､

近
代
的

経
済
秩
序
の

形
成
を

問
題
に

し

て

ゐ

た
｡

ス

テ
ユ

ア

ー

ト

に

即
し
て

い

へ

ば
､

単
な

る

生

活
費
料

の

稼

得
に

か

ま

け
て

､

他
人
の

た

め
の

徐
剰
を

つ

く

り
だ

し

え

な

い

努
働
(

-

P

ぎ
仁
r
)

を
､

近
代
的
な

雇
傭
労
働
に

樽
換
す
る

こ

と

が

問
題
で

あ
つ

た
｡

こ

れ

に

反
し

て
､

一
ケ

イ

ン

ズ

お

よ

び

そ
の

後

准
看
の

問
題
は

､

す
で

に

雇
傭
関
係
に

は

ひ

つ

て

ゐ

る

労
働
者
の

失

業
を
い

か

に

解
決
す
る

か

で

あ

る
｡

と
こ

ろ
が

､

古
典
汲
の

健

全

財
政

論
､

も

し

く

ほ
､

非
募
債
主
義
の

無
数
を

強
調
す
る

た

め

に
､

ケ

イ

ン

ズ

が
､

銀
行

券
を

廃
坑
に

理

蒋
し
こ

れ

を

再
優

据
さ

せ

る

こ

と
に

よ

つ

て

失
業
を

綬
和
す
る

方

策
を

か

ん

が
へ

た

り
､

さ

ら
に

す
す
ん

で

は
､

古
代
エ

デ

ブ

ト

に

も

失

業
の

存
在
を

前
提

し
て

ピ

ラ

ミ

ッ

ド

建
設
の

屈
傭
創
出
効

果
を

論
じ

､

あ

る

ひ

は
､

重

商
主
義
者
の

滑
費
謳
歌
論
に

非
常
な

同

感
を

表
明

し
た

と
こ

ろ

ノ
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か

ら
､

ケ

イ
ン

ズ

に

お

け
る

歴
史
感
覚
の

妖
如

が

指
摘
さ

れ

る

に

い

た

つ

た
｡

古
代
エ

デ

ブ

ト

の

貧
困
の

原
因
と

統
制
資
本

主

義
期

の

失

業
の

原
因
を

同

税
す
る

不

合
理

は

い

ふ

ま

で

も

な
い

｡

お

な

じ
こ

と

は
､

重

商
主

義
期
の

貧
民

問
題
と

現

代
の

失

業
問
題
を

同

税
す
る

こ

と
に

封
し
て

も
い

へ

る
｡

セ

ン

氏
の

『

ス

テ
エ

ア

ー

ト

論
』

で

は
､

ス

テ
ユ

ア

ー

ト

白
身

が

あ

れ

ほ

ど

重

税
し
た

『

労
務
』

(
-

P

す
0

喜
)

と
『

勤
労
』

(
-

ロ
ー
亡

玩
･

t

H

y
)

の

笹
別
と

､

前
者
か

ら

後
者
へ

の

碑
換
過

程
の

理

論
が

ほ

と

ん

ど

問
題
に

さ

れ

て

ゐ

な
い

｡

な

る

ほ

ど
セ

ン

氏
は

､

ス

テ
ユ

ア

ー

ト

の

業

績
を

評
償
し
て

､

『
｢

政

治

経
済
学
原
理
+

は
い

く
つ

か

の

観
鮎
か

ら

み

て

注

目

す
べ

き

労
作
で

あ

る
｡

そ

れ

が

政

治

経
済
撃
と
い

ふ

表
題
を

も
つ

英
語
で

最
初
に

出
版
さ

れ

た

書
物
だ

と
い

ふ

こ

と

は

重

要

性
の

程
度
は

最
低
で

あ

る
｡

も
つ

と

重

要
な

鮎
は

､

そ

れ

が
､

こ

の

種
の

業
績
の

う

ち
で

最
初
の

包
括
的
な

も
の

で

あ
つ

た
､

そ

し
て

､

ア

ダ

ム

･

ス
､

､
､

ス

の

｢

国
富
論
+

､

カ

ー

ル

･

マ

ル

ク

ス

の

｢

資
本
論
+

､

.
さ

ら
に

は
､

ア

ル

フ

レ

ア

ド
･

マ

ー

シ

ャ

ル

の

｢

原
理
+

の

様
式
を

決
定
し

た

と
い

ふ

こ

と
で

あ
る

｡

ア

リ

ス

ト

ー

ト

ル

の

時
代
か

ら
ス

テ
ユ

ア

ー

ト

の

時
代
ま
で

､

特
定

の

経
済
問
題
に

関
す
る

思
索
は

無
数
に

あ
つ

た
が

､

お

そ

ら

く

カ

ン

テ

ィ

ヨ

ン

は

別
と

し
て

､

そ

の

社
食
草
的

､

歴
史
的
な

枠

と
い

ふ
一

般
的
な

背
景
の

も

と
で

経
済
組
織
の

包
括
的
な

分
析

を
こ

こ

ろ

み

た

も
の

は

他
に

だ

れ

び

と

り
ゐ

な
か

つ

た
｡

‥
･

し
か

し

も
つ

と

も

重

要
な

鮎
は

､

経
済
学
的

研
究
に

進
化

主

義

的
接
近

方

法
を

導
入

し

た

最
初
の

び

と
び

と
の

一

人

だ

と
い

ふ

こ

と
で

あ

る
｡

.こ

の

鮎
で

か

れ

は

フ

ラ

ン

ス

で

は
､

サ

ン

･

シ

モ

ン

と

シ

ス

モ

ン

デ
ィ
､

イ
ギ

リ

ス

で

は
､

リ

チ

ャ

ー

ド
･

ジ

ョ

ー

ン

ズ

と

カ

ー

ル

･

マ

ル

ク

ス

が

十

九

世

紀
に

螢
展
さ

せ

る

こ

と

に

な
づ

た

畢
汲
の

最
初
の

代
表
者
の

ひ

と

り

と

み

て

よ

い
｡

か

か

る

意
味
で

は

経
済
成
長
理

論
の

先

騒
的
著

者
と

み

て

も

よ

い

で

あ

ら

う
｡

』

(

哲
n
‥

旨
岩
.

)

や
勺
t

-

∞

-
-

ヱ

と
の

ぺ
､

ス

テ
エ

ア

ー

ト

に

お

け
る

歴
史
的
方

法
の

重

要
性
を

み

と

め
の

で

あ
る

が
､

そ

れ

に

も

か

か

は

ら

ず
､

セ

ン

氏
自
身
は

､

ス

テ
ユ

ア

一

寸

の

屋
傭
論

､

び

い

て

は

経
費
論
を

､

ケ

イ

ン

ズ

的

な

完
全

雇
傭
論

､

び

い

て

は

機
能
的
財
政

論
と

､

歴

史
的
地

盤
の

相

違
に

封
す
る

十

分
な

自
覚
な
し

に
､

や

や

無
雑

作
に

､

む

す
ぴ

つ

け
て

ゐ

る

の

で

は

な
い

か

と
お

も
は

れ

る
｡

こ

の

鮎
を

す
こ

し

説
明

し

ょ

う
｡

ス

テ
エ

ア

ー

ト

は
､

ヒ

ユ

ー

ム

や

ス
､

､

､

ス

と

ほ

ぼ

同
じ

時
代
に

あ

り
な

が

ら

非
常
に

封
立

的
な

■

'

J

見
解
を

展
開
し

た

が
､

な
か

ん

づ

く
い

ち
じ

る

し
い

の

は
､

ヒ

ユ

朗
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ー

ム

や

ス
､

､

､

ス

の

公

債
恐

怖
論
に

封
す
る

ス

テ
ユ

ア

ー

ト

の

公

債

謳
歌
論
で

あ

る
｡

セ

ン

氏

も
こ

の

封
立

に

興

味
を

も

ち
､

『

ス

テ
エ

ア

ト

ト

の

イ

ン

フ

レ

ー

シ

ョ

ン

的
貨
幣
政

策
に

封

す
る

固
執
は

､

茸
際

､

ア

ダ
ム

･

ス
､

､

､

ス

お

よ

び

そ

の

後
舷
者

の

態
度
と

顕
著

な

封
照

を

な

し

て

ゐ

る
｡

し

か

し

こ

の

差
異

が
､

お

そ

ら

く

情
勢
の

根
本

的

な

差
異
に

一

部
基

因
し
て

ゐ

た

こ

と

は
､

こ

れ

ま

で

十

分
に

認
識
さ

れ

な

か

つ

た
｡

そ

れ

ゆ

ゑ

〔

シ

ュ

ム

ベ

ー

タ

ー

夫
人
の
〕

国

表
は

､

な

ぜ

ス

テ
ユ

ア

ー

ト

と
ス

､
､

､

ス

の

態
度
に

こ

の

や

う
に

大
き

な

差
異
が

あ
つ

た

か

を

し

め

す
の

に

有
益
で

あ

る
｡

一

六

九
五

年
か

ら
一

七

五

五

年
ま

で

1
ス

テ
ユ

ア

ー

ト

が

観
察
し
っ

つ

あ
つ

た

時
代

-
は

､

楷
横
的
な

デ
ィ

フ

レ

ー

シ

ョ

ン

が

あ

つ

た

が
､

他
方

､

｢

国
富

論
+

の

懐
妊
期
た

る
一

七

五

五

年
以

降
は

､

縫
壊
的
な
イ

ン

フ

レ

ー

シ

ョ

ン

が

あ
つ

た
｡

』

(

堺
の

β
‥

-

E
d

.

〉

せ
p

.

岩
い

ー
ー

○

ヰ
.

)

と

説

明
し
て

ゐ

る

(

上

述

六
ぺ

ー

ヂ

の

誌

(

2
)

を

み

よ
)

｡

こ

れ

に

封
し
て

は
､

た

と
へ

シ

ュ

ム

ベ

ー

タ

ー

夫

人
の

イ

ギ

リ

ス

の

物
償
指
数
が

眞
賓
を

つ

た
へ

る

と

し

て

も
､

イ

ン

フ

レ

ー

シ

ョ

ン

期
と

デ
ィ

フ

レ

ー

シ

ョ

ン

期
と

い

ふ

や

う

な

国
別

に

よ

つ

て
､

ス
､

､

､

. ス

と
ス

テ
ユ

ア

ー

ト

の

態
度
の

差
を

眞
に

解
明

し

う
る

.
(

1
)

か

ど

う
か

､

凝
間
が

生

じ

ょ

う
｡

し
か

し
､

こ

こ

で

特
に

問
題
に

し

た
い

の

は
､

セ

ン

氏
が

､

『

公
債

､

課

税

お

よ

び

信
用
の

歴
史
を

幽
-

八

)

一

研
究
し

て

み

て

も
､

ス

テ
エ

ア

ー

ト

の

楽
観
論
が

､

ヒ

ユ

ー

ム

お

よ

び

ア

ダ
ム

･

ス
､
､

､

ス

の

悲
観
論
よ

り

眞
箕
に

ち
か

か

つ

た
こ

と

を

し

め

す
』

と
い

び
､

シ

ュ

ム

ベ

ー

タ

ー

夫
人
の

論
文
か

ち
引
用

し
た

の

ち
､

つ

づ

い

て
､

『

要
す
る

に
､

公

債
､

課
税

お

よ

び

経
費

が

た

が

び

に

他
を

括
澄
に

し
､

か

つ

流
通
を

も

促
進
す
る

､

ま

た
､

三

者
い

づ

れ

か

を

急
激
に

削
減
す
る

な

ら

ば

国
民

経
済
に

悪
影
響

を

も
つ

､

と
い

ふ

ス

テ
ユ

ア

ー

ト

の

か

ん

が
へ

は
､

こ

の

間
題
に

関
す
る

嘗
時
の

正

統
汲
の

見
解
に

背
馳
し

て

ゐ

た

だ

け

近
代

的
見

解
に

接
近
し

て

ゐ

る
｡

』

(

S
e

ロ
‥

†

E
d

･

:
勺
･

-

N

こ

と
の

べ

て

ゐ

渇

鮎
で

あ
る

｡

わ
れ

わ

れ

は
ナ

ポ

レ

オ

ン

戦
争
が

経
つ

た

十

九

世

紀
の

三

〇

年

代
以

後
､

イ

ギ

リ

ス

の

公

債
と

課
税
の

国
民

所
得
に

封
す
る

比

率

が
､

急
激
に

低
下
し

､

ま

た

十

九

世

紀
全

般
を

通
じ

て

イ

ギ

リ

ス

の

物
償
が

安
定
ま

た

は

低
落
し

た

に

も
か

か

は

ら

ず
､

国
民

所

得

が

急

激
に

上

昇
し

た
こ

と

を

知
つ

て

ゐ

る
｡

セ

ン

氏
の

や

う
に

十

九

世

紀
初

頭
ま
で

に

か

ぎ

ら

ず
､

も
つ

と

時

期
を

な

が

く

と

れ

ば
､

む

し

ろ

健
全

財
政

主

義
と

非
募
債
主
義

･

公

債
漸
減
策
が

､

有
効
で

あ
つ

た

と

結
論
す
る

こ

と

が

で

き

る

の

で

あ
る

｡

た

だ

十

九
世

紀
の

初

頭
､

ナ

ポ

レ

オ

ン

戦
争
の

終
了

す
る

こ

ろ
ま

で

の

研

〕

.
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究
に

よ

つ

て
､

ス
､
､

､

ス

の

公

債
恐

怖
論
が

い

は

れ
の

な
い

も
の

で

あ
つ

た

と

断
ず
る

の

は

性
急
に

す
ぎ
る

｡

重

商
主
義
時
代
と

現

代

の

あ
い

だ

に

は
､

金

本

位
制
度
の

う
へ

に

た
つ

自
由
資
本

主
義

時

代
の

一

〇

〇

年
が

よ

こ

た

は

つ

て

ゐ

る
｡

こ

の

中
間
の

段
階
を

無

税
し
て

､

ス

テ
ユ

ア

ー

ト

の

理

論
を

近

代
理

論
へ

の

近

接
性
に

お

い

て

と

ら
へ

る

の

は
､

セ

ン

氏
の

い

ふ

ス

テ
ユ

ア

ー

ト

の

『

進
化

主
義
』

に

も

背
馳
す
る

で

あ

ら

う
｡

･
ケ

イ

ン

ズ

が

重
一

商
主

義
に

興
味
を
も

ち
､

そ

の

な

か

に

自
己
の

理

論
を

投
影
し

た

と

き
､

も
つ

ぱ

ら

参
考
に

し

た

の

は
､

ヘ

ク

シ

ャ

ー

の

『

重

商
主
義
論
』

で

あ
る

｡

し

か

し

ケ

イ

ン

ズ

の

こ

の

書

物
の

利
用
の

し
か

た

に

著
者
の

へ

ク

シ

ャ

ー

が

不

満
足
で

あ
つ

た

こ

と

は

容
易
に

想

像
さ

れ

る

と

こ

ろ

で

あ

る
｡

ヘ

ク

シ

ャ

ー

は

『

ケ

イ

ン

ズ

と

重

商
主

義
』

(

ス

ウ

ェ

ー

デ
ン

語
で

蜃

表
､

一

九
四

六

(

2
)

年
)

と

題
す
る

論
文
で

ケ

イ
ン

ズ

に

反

駁
を

く

は
へ

た
｡

ケ

イ

ン

ズ

が

不

況

と

失
業
の

原
因
と

し

て

あ

げ

る

『

投

資
の

不

足
･

貯
蓄

の

過
剰
』

が
､

重

商
主
義
時
代
に

は
か

な

ら

ず
し

も

存
奄
し
な

か

つ

た
こ

と
､

む

し

ろ

失
業
と

貧
困
の

原

因
が

区l

作
に

あ
つ

た

こ

と

を
､

ヘ

ク

シ

ャ

ー

は

断
乎
と

し

て

の

ぺ

て

ゐ

る
｡

『
一

九

〇

〇

年
に

い

た

る

ま

で
､

年
を
ふ

る

に

つ

れ

て

そ

の

程
度
は

減
じ
た

が
､

ス

ウ
ェ

ー

デ
ン

ほ

か

多
数
の

園
の

支
配
地

な

経
済
活

動
は

農
業
で

あ
つ

た
｡

こ

れ

ら
の

経
済
で

は
､

失
業

は
､

今
日

の

ロ

シ

ア

に

お

け
る

と

同

様
に

ほ

と

ん

ど

貨
幣
事
情

や

市
場
僕
件
か

ら

は

猫
立

し
て

ゐ

た

の

で

あ
つ

て
､

そ

こ

で

は

失
業
者
を

農

業
に

お

し

も

ど

す
こ

と

が

で

き

る

と

い

ふ

こ

と

が
､

す
く

な

く
と

も

あ

る

と

き

ど

き
に

､

き

は

め

て

重

要
だ

と

み

な
さ

れ

る
｡

決
定

的
な

要
因
は

作
柄
で

あ
つ

た

の

で

あ
る

｡

･

こ

の

や

う
な

批

評
が

初
期
の

エ

業
活
動
に

適
用
さ

れ

ぬ

こ

と

は

明

白
で

あ
る

｡

西
ヨ

.
-

ロ

ブ

パ
､

お

よ

び

中
央
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

の

あ

る

部
分
で

は
､

■
ス

ウ
ェ

ー

デ
ン

の

や

う
に

歴

倒
的
に

農

業
国
で

あ
つ

た

園
に

く

ら
べ

る

と
､

工

業
が

非
常
に

は

や

ぐ
か

ら

は

る

か

に

重

要
で

あ
つ

た
｡

こ

れ

ら
の

図
で

は

失
業
は

も

う

す
こ

し

は
つ

き

り

し
た

事
資
だ

つ

た
｡

イ

ギ
リ

ス

の

救
貧
法
に

い

ふ

｢

た

く

ま

し
い

乞
食
+

が
､

と

き

ど

き

は

あ

る

穫
の

工

業

活

動
に

従
事
し
て

を

つ

た

労
働
者
で

あ
つ

た

と
い

ふ

こ

と

は

き

は

め
て

あ

り

う
る

こ

と

で

あ

る
｡

だ

が

そ

れ

に

も

か

か

は

ら

▲

ず
､

こ

の

や

う
な

ば

あ

ひ

で

も
､

ケ

イ

ン

ズ

的
な

線
に

沿
つ

て

議
論
を

す
す
め

る

と
､

ほ

と

ん

ど
つ

ね

に

的
外
れ

に

な

る
｡

初

期
の

餞
展
段
階
で

は
､

一

経
済
の

工

業
化
し

た

部
門
は

､

今
日

わ

れ

わ

れ

が

景
気
の

循
環
と

な
づ

け
る

混

乱
と

は
､

.
ほ

と

ん

ど

な
ん

の

共
通
性
も

な
い

キ
ス

ぜ

る

混

乱
尼

づ

ち

さ

れ

て

ゐ

た
｡

舶
`
V
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八

.

頭

そ

れ

ら

は

戦
争

､

各
種
の

国
家

干

渉
と

市
況

と

く
に

海
外

市
況

の

欒
化
か

ら

く

る

混

乱
で

あ

つ

た
｡

』

(

E
-

-

句
.

H
e
の

村

筈
F

寛
‥

呂
①

サ

打
P

ロ
t
i

-
-

∽

2
-

く
○
-

日

日
e

H

I
､

9

競
ぃ

.

)

こ

こ

で

く

は

し

く
の

ぺ

る

飴
裕
が

な
い

が
､

重

商
主
義
者
(

ス

テ
エ

ア

ー

ト

を

も

ふ

く

む
)

が
､

問
題
に

し
て

ゐ

る

失
業
は

､

明

治
以

前
に

も
つ

と

も

明

白
に

あ

ら
は

れ

て

ゐ

た

や

う
な

過
剰
人

口

で

あ

る

し
､

ス

テ
ユ

ア

ト

ト

が

極
論
す
る

『

地

震
に

よ

つ

て

土

地

も

ろ

と

も

滑
失
し
て

も

社
食
に

竜
も

損
失

と

な

ら

な
い
』

や

う
な

自
給
自
足
の

民
で

あ
る

と
い

つ

て

よ

い
｡

ド

イ

ツ

そ
の

他
の

昔
時

の

農
業
国
に

な
が

く

滞
在
し

た
ス

テ
エ

ア

ー

ト

が
､

デ
ィ

フ

レ

ー

シ

ョ

ン

期
に

観

察
し

た
か

香
か

と

は

ま
つ

た

く

無
関
係
に

､

こ

れ

ら
の
■
貧
困

努
働

】

P

す
じ

宅

を

産
業
に

ひ

き

い

れ

る

た

め
に

流
通
の

必

要
を

強
調
し

た

と

し
て

も
､

あ
へ

て

あ

や

し

む

に

た

り

な
い

の

で

は

な
い

か

と

お

も

ふ
｡

(

1
)

イ
ン

フ

レ

ー

シ

ョ

ン

が
一

七

五

五

年
か

ら

お
こ

つ

た

と

し

て

も
一

七

六

〇

年
代

は

よ

こ

ば
ひ

状
態
だ

し
､

ス

､
､

､

ス

の

構
想

が
一

七

五

〇
以

前

に

さ

か

の

ぽ

ら

な
い

と

い

ふ

こ

と

も

で

き

な
い

｡

ま

た

ス

テ

ユ

ア

ー

ト

の

『

原

理
』

の

構

想
が

一

七

五

五

年
以

前

に

で

き

あ

が

つ

て
､

改

良
の

餞
地

が

な
い

も
の

で

あ
つ

た

と

い

ふ

こ

と

も
で

き

な
い

｡

ま

た
､

セ

ン

氏
の

理

居
で

い

け

ば
､

一

六
八

九

-
一

七
一

一

年
の

イ
ン

ア

レ

ー

シ

ョ

ン

期
に

も
､

多
く
の

イ
ン

フ

レ

ー

シ

ョ

ニ

ス

ト

が

ゐ

た
こ

と
の

説

明

が

む
つ

か

し

く

な
る

で

あ

ら

う
｡

後
述
へ

ク

シ

ャ

ー

の

書
物
は

も

ち

ろ

ん

で

あ
る

が
､

と

く
に

ド

イ

ツ

の

重

商
主

義
者
の

イ

ン

フ

レ

ー

シ

ョ

ニ

ス

ト

的

傾

向
に

つ

い

て

は

ド

ラ

イ
シ

ア

ヒ

の

つ

ぎ
の

書
物
が

興

味
ふ

か

い

｡

+

ヨ
ー

F
e
-

ヨ
i

n
e

O
→

e
i

訟
首

‖

ロ
訂

の
e
-

d
･

戸
口

み

内

岩
d
]

巨
e

F
コ
U

d
e
払

d
e

已
告
げ
e

ロ

呂
e

サ

打
p

日
t
-

亡
払

m

宏
､

出
e

ユ
ー

ロ

-

¢

い

や
.

(

2
)

英
辞
さ

れ

て
､

『

重

商
主

義
論
』

の

附
鏡
に

収
録

｡

出
-
-

句
.

H
e

O

打
s

O

訂
:

己
e

†
打
p

ロ
t

巨
∽

2
-

声
e

ま
琵
P

O

d
◆

.

O

d
-

t

e

ト

ビ

叫

声

ロ

∽

¢
P
O

ユ
仁

ロ

♀

-

諾
ぃ

.

五

む

す

ぴ

セ

ン

氏
は

『

ス

テ
エ

ア

ー

ト

論
』

の

第
九

章
を

『

ス

テ
ユ

ア

ー

ト

の

統
制
の

経
済
撃
』

と

な
づ

け
､

ラ

ー

ナ

一

教
授
の

『

統
制
の

経
済
畢
』

と

比

較
す
る

こ

と

に

よ

つ

て
､

『

わ

れ

わ

れ

の

い

は

ゆ

る

近
代
人
が

い

か

に

近
代
性
に

と

ぼ

し
い

か
』

を

反
省
す
べ

し

と

い

ふ
｡

な
が

い

埋

笈
の

な

か

か

ら
､

ス

テ
ユ

ア

ー

ト

を

あ

ら

た

め

て

紹
介
し
ょ

う
と

す
る

セ

ン

氏
が

､

こ

の

や

う
な

傾
倒
を

し

め

す

と

し
て

も

無
理

か

ら

ぬ

と
こ

ろ
で

あ

ら

う
｡

事
賓
セ

ン

氏
は

､

こ

こ

で

は

述
べ

な

か

つ

た

が
､

い

た

る

と

こ

ろ

で

示

唆
に

富
む

嶺

言

を

お

こ

な
つ

て

ゐ

る
｡

そ

の

俸
記
は

わ

れ

わ

れ

の

知
ら

な

か

つ

た

ス

テ
エ

ア

ー

ト

の

姿
を

を

し
へ

て

く
れ

て

ゐ

る

し
､

ド

イ

ツ

に

お
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け
る

ス

テ
ユ

ア

ー

ト

畢
説
の

尊
重
が

､

ス
､

､

､

ス

畢
説
の

輸
入

後
の

こ

と
で

あ

る

こ

と

を

を

し
へ

て

も
ら

ふ

だ

け

で

も
セ

ン

氏
の

書
物

ほ

讃
む
ね

う
ち
が

あ

る

と
お

も
ふ

｡

し

か

し
､

眞
に

ス

テ
ユ

ア

ー

ト

を

理

解
す
る

た

め

に

は
､

近
代
理

論
と

の

類
似
性
を

ざ

な
ぶ

だ

け
で

は

足
ら
な

い

で

あ

ら

う
｡

そ

れ

と

同
時
に

重

要
な
こ

と

は
､

ス

テ
エ

ア

ー

ト

を

十
八

せ

紀
中

葉
以

後
の

､

イ

ギ

リ

ス

の
､

ド

イ

ツ

の
､

フ

ラ

ン

ス

の
､

そ

し
て

も
つ

と

他
の

国
の

現

茸
の

経
済
-

-

あ
る

ひ

は

進
ん

だ
､

あ

る

び

は

遅
れ

た

1
-
の

な
か

で
､

ス

チ

ュ

ア

ー

ト

の

単
記
や

言
葉
を

単
に

観
念
と

し
て

で

は

な

く
､

現

資

の

反
映

と

し
て

､

た
し

か

め

て

い

く
こ

と
で

な

け
れ

ば

な

ら
ぬ

｡

(

二
橋

大
草
教
授
)
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