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叢
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急

第
四

班

交
通
費
畢
の

蓄
積

-
産
業
資
本

成
熟
期

の

日

本

交

通

某
に

お

け

る

ー
富

永

祓

拾

】

交
通
の

本

質
と

交
通
費
本
の

運
動

～

わ

れ

わ

れ

が

具

鰻
的
に

と
ら

え

う

る

交
通

資
本
と

は
､

例

え

ば

日

本
国
有
鋳
造
と

か

三

井

船
舶
と
か

の
､

個
別

資
本
と

し
て

の

交
通

企

葉
で

あ

る
｡

こ

れ

ら
の

諸
交
通
企

業
の

す
べ

て

が

集
つ

て
一

つ

の

産
業
部

門
を

､

敢

合
的
絶
資
本
と
個

別
資
本
と
の

中

間
に

任
す
る

一

つ

の

部
門

資
本
を

形
づ

く
る

｡

･

部
門
資
本
を

形

成
す
る

各
個
別

的
交
通

費
本
楯

互
の

関
係

は
､

補
完
的
も

し

く
は

競
争
的
で

あ

り

え

て

も

封

向

的
で

は

な
い

｡

同
一

種

類
の

生

産
物
の

間
に

は

交
換
関
係
は

成
立

し

な
い

か

ら

で

あ
＼

る
｡

+
父

換
関
係
の

成
立
し

な
い
.､

す
た

わ

ち

流
通

過

程
上

の

封

向
の

存
在
し

芝
同

種

藁
に

お

望
各
個
別

企
業
の

望
漂

.
は

､

市
場

1
生

葦
段
並

び
に

雲
の

市
場

､

及
び

生

産

驚
場

j
に

溝
る

競
争
(

及
び

補
完
)

だ

け
で

あ
る

｡

各
個
交
通

企

業
に

お

け

る

資
本
の

蓄
積
は

､

こ

の

競
争
の

媒
介
に

よ
つ

て

作
用
さ

れ

る

こ

と
は

あ
つ

て

も
､

･
競
争
白
腹
か

ら
一
は

生

れ

ず
､

他
種

諸
産

業
の

諸
個
別

資
本
と

絡
み

合
い

相
互

に

前
掟

し

合
つ

て

社
食
的
絶
資
本
の

循

環
を

脛
過

す

る

問
に

資
現

す
る

｡

す
な

わ

ち
､

各
個
の

交
通

企
業
は

､

他
種

産
業
企

業
か

ら

そ
の

必

要

と

す
る

生

産
手

段
を

買
入
れ

､

こ

れ

を

労
働
過

βク4

〆

■て､

-

､

y
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程
へ

投
げ

入

れ
､

そ

こ

か

ら

生

み

出

さ

れ

る

交
通

用

役
を

他

種
産

業
企

業
に

封

し

(

生

産

的
滑

費
)

ま

た

は

個
人

的
滑
費
の

た

め

に

販
賛

す
る

こ

と
に

よ
つ

て
､

剰
余

慣
億
を

賓
現

し

又

は

特
別

利
潤
を

収

得
し

て

自
ら
の

慣
倍
増

殖
を

遽

げ
る

｡

か

よ

う
に

し

て
､

部
門

資
本
と
一
い

つ

て

も
､

交
通
資
本
仝

饅
と
し

て

の

礪
自
な

流
通

が

あ
る

わ

け
で

は

な

い
｡

あ

る

の

は
､

他
産
業
の

(

註
)

個
別

的
諸
資
本
と

共
に

構
成
す
る

社
食
的
総

資
本
の

連

動
の

一

環
と

し
て

の
､

個
別

的
諸
交
通

資
本
の

諸
岡

韓
だ

け
で

あ

る
｡

(

港
)

徒
つ

て
､

｢

具

髄
的
な

る

交

通
+

を

交
通

資
本
の

再

生

産

過

程
と

そ

れ
以

外
の

個

別

資
本
の

再
生

産
過

程
と
の

統
一

で

あ
る

と

解
す
る

こ

と

は

(

小

泉

貞
三

､

具
髄

的

な
る

交

通
の

窓
義

､

関
西

学
院

大

草
商

畢
論

究
､

弟
一

九

験

そ

の

億
)

､

正

し

い
､

が

自
明
の

観

鮎
で

あ
る

｡

問
題
は

､

か

よ

う

な

辣
一

の

理

解
を

前

提
と

し

て
､

社
食

的

絶

賛
本
の

連

動
の

立
･
場
か

ら

で

は

な

く

ー
そ

れ
は

経

済
畢
の

一

般
理

論
の

仕

事
で

あ
る

ー
ー
･

ま

た

個

い一

別

資
本
の

連

覇
の

立

場
か

ら

で

も

な

く
ー

ー
そ

れ

は

経
昏

畢
の

課

題
で

あ
る

事
壷
門

資
本
と

し

て

の

交
通

資
本
の

遅

番
法

則

を

解
明

す
る

こ

と

に

あ
る
｡

そ

れ
に

も

拘
ら

ず
､

各
個
別
的
交
通

資
本
を

集
合
的
に

一

つ

の

部
門

資
本
と
し

て

考
察
し

う

る

の

は
､

そ

れ

が

何
れ

も

交
通

用

役
と
■い

う

同
一

.
種

類
の

生

産

物
を

生

産
す
る

か

ら
で

あ
つ

て
､

こ

の

特
殊
た

商
品
の

生

産
者
と

し
■て
､

各
交
通

企

業
は

､

流
通
上
の

封
内
閲
係
な

く
多

く
の

鮎
で

相

異
す
る

に

も

拘
ら

ず
､

そ

の

資
本
の

循
環
様
式
に

お

い

て
､

文

書
積
進
行
の

形

姿
に

お

い

て
､

共
通

的
た

運

動
を

展
開

す
る

の

で

あ
る
一｡

部
門
資
本
と

し
て

の

交
通

資
本
を

語
り

う
る

所

以
で

あ
る

｡

従
つ

て

交
通

用

役
の

本
質
を

と

ら
え

る

こ

と

こ

そ
､

交
通

資
本
の

連

動
法

則
を

明

ら
か

に

す
る

第
一

の

鍵
で

あ

る
｡

交
通
企
業
が

生

産
し

版
賛
す
る

の

は
､

こ

れ

を

消
費
す
る

こ

と

に

よ

つ

て

労
働
封

象
の

場
所

的
移
動
が

賓
現

す
る

と
こ

ろ

の

一

.つ
め

利

∂

4 5

用
教
具
で

あ
る

｡

人
間
の

何
ら

か

の

欲

望

卜
1
物
質
的
と

精
神

的
と

を

問
わ

ず

1
を

満
足
さ

せ

る

性

能
す
な
わ

ち

有
用
性
が

､

一

定
の

釦

-

交
邁

資
本
の

蓄
積
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物
の

展
性

と

し
て

あ
る

と

き
､

そ
の

有

用

性
は

そ

の

物
を

し

て

使

用

慣

低
葬
ら
し

め

る
｡

か

よ

う

な

有
用

性
が

物
の

展
性
と

し
て

で

た

く

細り
〟

た

だ

労
働
の

結
果
と
し

て

そ

の

努

働
過

程
の

持
模
す
る

聞
だ

け
蟄
揮
せ

ら

れ
る

と
普

､

こ

の

無
形
の

労

働
生

産

物
を

利
用

数
果
ま

た

は

用

役
と
い

う
｡

∴
ハ

ン

は

そ

の

ま

ま
で

､

つ

ま

り

そ
の

展
性
上

し

て

人

間
の

食
慾
を

満
足
さ

せ

る

性

能
を

も
つ

て

い

る
｡

し

か

し

交
通

手

段

1

+
例
え

ば

自
動
車

-
は

そ

れ

自
髄
と

し
て

は

場
所

的
移
動
を

資
現

せ

ず
､

そ

れ

が

労
働
力
と

結
び
つ

い

て

労

働
過

程
に

投
入
せ

ら

れ

て

(

鞋
)

初

め
て

利
用

数
果
と

し
て

の

交
通

用

役
を

生

産
す
る

の

で

あ

る
｡

(

鼓
)

使

用

償
催
と

利

用

数

果

と
の

囲
係
に

つ

い

て

は
､

さ

き

に

述
べ

た

と
こ

ろ

(
｢

交
温

螢

働
の

生

産
性
+

､

経

済
畢
類
誌

､

第
一

九

啓
一

鰊
)

と

考

え

方
を

襲
え

た
｡

れ

一
利
用

教
具
部

商

品
生

産

せ

ら

れ

る

例
は

少

く
な

い
､

-
｢

桁
護
士
･

腎
師

…
‥

俳
優

･

封
間

二
晋
欒
豪

･

オ

ペ

ラ

歌
手

･

オ

ペ

ラ

ダ

ン

サ

ー

等
ふ

こ

(

『

堅
盈
弼
』

錯
二

編
第
三

章
､

-
尤
も

､

ア

ダ
ム

･

ス

ミ

ス

の

例
示

を

こ

こ

で

は

逆
用

し

て

い

る

の

で

あ

る

が
)

｡

し

か

し

脛
韓
的
に

重

要
な
の

は
､

云
い

か

え

る

と
､

社
食
的
再
生

産
に

最
も

多

く

直

接
的
関
係
を

も
つ

も
の

ほ

交
通

用

役
で

あ
る

｡

交
通

用
役
と

は
､

く
り

返
し

て

述
べ

る

と
､

こ

れ

を

沿
資
す
る

こ

と

に

よ

つ

て

場
所

的
移
動
が

賓
現

す
る

と
こ

ろ
の

利
用

数
果
で

あ

る
｡

そ

れ
は

労
働
の

生

産
物
と

し
て

封

象
化

し

な
い

か

ち
､

一

瞬
の

貯
痘
に

も

堪
え

ず
､

生

産
に

即
し
て

滑
費
さ

れ

た

け
れ

ぼ

た
ら

革
い

｡

か

ぐ

し
て

交
通

と

は
､

こ

の

瞬
間

的
な

生

産
物
た

る

交
通

用

役
の

即
時
的
な

､

そ

し
て

分
割
可

能
た

､

滑
費
が

労
働
過

凝
の

持
頼
す
る

問
一

.

定
の

距

離
に

五
つ

て

起

る

こ

と
に

ょ

り

労
働
封

象
=

稔

迭

封

象
の

位
置

変
化
の

穿
現

す
る

過
程
で

あ

る
｡

か

よ

う

に
､

交
通

業

望
父

通

用

役
の

生

産
業
で

あ

り
､

こ

の

交
通

用

役
は

一

つ

の

即
時
財
で

あ

る

と
い

う
こ

と
､

去
れ
が

交
通

資
本
の

運
動
を

特
色
づ

け

る

基

本
的
事

賢
で

あ
る

｡

そ

し

て

こ

の

事

賢
か

ら
､

生

産
業
で

あ
り

な

が

ら

生

産

資
本

一

般
の

循
環
方

式
を

と

ら

ず
､

ノ

ぐ

√

″
.

シ

巨

中
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と
い

う

周
知
の

交
通

費

本
猫
自
の

循
環
が

生

れ

る

の

で

あ

る
｡

こ

の

方

式
の

意

味
す
る

生

産
と

滑

費
の

同

時
性

､

或
い

は

生

産

過

程
と

滑

費
過

程
の

Å

三

性
は

､

慣
借
の

硯
鮎
か

ら

は

そ

の

生

産

過

程
と

資
現

過

程
の

同
一

性
で

あ

る

か

ら
､

あ

た

か

も

｢

生

産

過

程

自

鰻
が

支

彿
わ

れ

滑
費
さ

れ

る
+

(
『

資
本
鎗
』

鱒
二

象

第
一

籍

第
一
膚
)

か

の

よ

う

た

幻

想
を

生
ぜ

し

め
る

｡

真
珠
わ

れ

滑

費
さ

れ

る

の

は
､

し

か

し

生

産

過

程
で

は

な

く
て

､

生

産
過

程
か

ら

出
て

く
る

と
こ

ろ
の

､

印

時
に

拇
資
し

な

け
れ

ぼ

基
に

辟
し

て

し

ま

う

交
通

用

役

た
の

で

あ
る

｡

こ

の

生

産
物
ほ

封
象
化

せ

ず
従
つ

て

貯

戒
で

き

た
い

た
め

に
､

流
通
過

程

が

生

産
過

程
と

不
可

分
と

な
つ

て

い

る
｡

そ

し

て

か

よ

う
に

第
二

の

流
通

段

階
が

猥
立

し

て

存
在

し

な
い

こ

と
は

､

そ

れ

だ

け
に

つ

い

て

み
る

限
り

､

資
本
の

同
韓

時
間
の

短

縮
を

意

味

し
､

利
潤

率
の

上

昇
に

お

い

て

交
通

資
本
控

と
つ

て

有
利
な

一

俵
件
で

あ
る

か

に

み

え

る
｡

だ

が

資
は

､

こ

の

P

-
α

直
結
の

意
味
す
る

と
こ

ろ

は
､

商
品
Ⅶ

販
責
に

お

け
る

困

難
の

除
去
で

は

た

く
て

､

む

℃
ろ

こ

の

困

難
が

生

産
過

程

自
鰻
へ

繰
上

げ

ら
れ

る

こ

と
に

ょ

つ

て
､

需
要
の

作
用

が

膚
接
且
つ

即
時
的
に

生

産
に

及

ぼ

さ

れ

る

事
賓
に

他
な

ら

た

い
｡

有
形

､

物
の

生

産
に

お

い

て

は
､

商
品
は

多
か

れ

少
か

れ

耐
久

性
を

も

ち
､

究
極
に

は

需
要
に

制
約
せ

ら

れ

た

が

ら

も
､

短

期
的
に

は

又

生

産

場

所
に

つ

い

て

は

直
接
的
嶽
需
要

情
況
の

制
約
か

ら

解
放
せ

ら

れ
､

市
場
慣
格

と

市
場
の

規
模
及
び

輸

送
條
件

を

考
量
し

て

最
適
の

生

産
保

件
を

選
ぶ

こ

と
が

で

き

る
｡

と

こ

ろ

が

交
通

用

役
の

耐
久

性
は

看
で

あ

り
､

そ

れ

は

生

産
の

瞬
間
毎
に

し

か

滑

費
さ

れ

え

た

い

の

で

あ
る

か

ら
､

採
算

的
立

場
に

立
つ

限
り

､

そ
の

時
そ

の

場
の

規

資
の

需
要
を

ま
つ

て

初

め
て

生

産
が

行
わ

れ

る
｡

い

わ

ば

注

文
生

産
が

そ

の

本

凍
の

生

産

形

態
で

あ
る

｡

従
つ

て

そ
の

時
そ

の

場
の

需
要
が

持
続
的
で

た

い

限
り

､

そ

し

て

こ

れ

は

融
合
的
活

動
の

は

げ

し
い

人
口

調

密

た

地

域
に

お

い

て

不

規
則
的
な

断
穎
的
な

個
別

的
需
要
が

規
則
的
持

続
的
た

社
食
的
需
要
に

集
合
せ

し

め

ら

れ

る

こ

と
に

ょ

つ

て

可

能
に

4 7

た

る

の

で

あ
る

が
､

資
本
制

箆
産
の

一

変
請
で

あ
る

と
こ

ろ
の

､

生

産

過

程
の

間
断
な

き

流
動
は

算
現

さ

れ

た

い

の

で

あ

る
｡

交
通

費
本
の

蓄
痺

β9 7



0
04

一

橋

静

叢

第
二

十
七

春

希
四

幼

か

よ

㌢

に

し

て
､

交
通

費
本
に

と
つ

て
一

見
有

利
と

見
え
る

第
二

流
通

段

階
の

表

面

的
滑
失
は

､

生

産
過

程

白

煙
の

上
に

も

た
ら

さ

れ

る

需
要
の

直
接

的
即
時
的
制
約
に

よ

つ

て

相

殺
さ

れ

る

場
合
が

少

く

な
い
9

こ

蓄

積

契

機

】

.
生

産
部
門
と

し
て

の

交
通

資
本
が

個
別

的
諸
交
通

資
本
の

集
積
と

集
中
の

過
程
せ

通
じ

て

進

め

る

蓄
積
の

速
さ
･

規
模
及
び

型
､

云

い

か

え

る

と
一

国
の

経
済
的
儀
展
に

お

け

る

交
通
資
本
■の

比

重
と

特
殊
構
造

と

ば
､

資
本
蓄
積
の

一

般

的
契

機
に

お

け

る

各

撃
父

通
菜
禍

白
の

諸
事

情
と

､

こ

れ
を

制
約
す
る

祀
倉
的
絶
資
本
の

具

饅
的
佐
瀬
す
な

わ

ち
一

国
の

資
本
主

義
的
蟄
展
の

具

健
的
諸
保
件

と

に

よ

つ

て

β9 ∂

規

定
せ

ら

れ
る

｡

産
業
資
本
の

生

成
完
熟
期
の

日

本
交
通

業
に

つ

サ

て

こ

れ

を

明

ら
か

に

し
ょ

う

と

す
る

の

が

小

篇
の

目

的
で

あ
る

｡

交
通

資
本
も

一

の

産
業
資
本
と

し
て

-
何
故
な

ら
そ

れ
は

そ
の

棒
形
の

う

ち
k

生

産
資
本
の

形

態
を

と

る

か

ち

1
そ
の

蓄
積
法

則

に

従
う

｡

す
な

わ

ち
､

個
別
資
本
と

し

て

の

集
積
の

基

礎
を

な

す
利
潤
の

渡
泉
を

､

一

般
の

産
業
資
本
と

同

じ

よ

う
に

､

何
よ

り

も

ま

ず

生

産
過

雇
の

内

部
に

も
ち

､

そ

れ

は

長
い

労

働
日

と

労
働
感

化
へ

の

資
本
の

張

歴
と

し

て

現

れ

る
｡

こ

の

後
の

鮎
で

交
通

業
に

お

い

て

特

♂

異
た
の

は
､

各

撃
父

適

業
の

業
務

内
容

や
そ

れ

ら
に

お

け
る

作
業
種

別
に

よ

つ

て

二
様
で

な
い

が
､

需
要
の

不

規
則
性

断
績
性
か

ら

直
接

制
約
せ

ら

れ

る

と
こ

ろ
の

作
業
に

お

け

る

遊
休

時
間
(

作
業
間

合
)

の

不

可

避
性
が

一

般
に

交
通

業
に

お

け

る

労
働
強

化
の

綾
南
と

し
て

働
く

場
合
が

少

く

な
い

こ

と
で

あ
る

｡

こ

の

種
の

藷

泉
よ

り

す
る

利
潤
の

大
い

さ

に

影
響
す
る

一

罫
困

と

し

て

資
本
の

有
墳
的
構
成
が

あ

る
｡

他
の

條
件

が

攣
ら

な
い

限
り

､

資
本
の

有

機
的
構
成
の

高
度
化

は

利
潤

率
む

引

下

げ
る

｡

近

代

的
交
通

業
の

も
つ

特
色
の

一

つ

-は
､

周
知
の

通
り

､

資
本
畢

位
の

盲

犬
怒
こ

と
ど

資
本
の

有

機
的
構
成
の

高
い

こ

と
で

あ
つ

て
､

交
通

需
要
の

量
的
及
び

距

離
的
蹟
大
に

封
應

串∴

か



す
る

生

産
手

段
の

機
械
化

と

そ

の

亘

大
化
に

基

礎
を

も
つ

｡

た

だ

こ

の

鮎
で

自
動
革
は

最
新
の

運

輸

磯
城
技

術
と

比

較
的
小

規
模
単
位
の

資
本
が

結
び

つ

く
こ

と

が

で

き
､

資
本
の

有
機
的
構
成
の

比

較
的
低
い

特
殊
の

例
で

あ

る
｡

ま

た

郵
便
事
業
は

互

大
な

資
本
単

位
と

比

較

的
低
い

資
本
の

有
機
的
構
成
と

の

併
立

に

特
色
を

も
つ

｡

資

本
の

有

機
的
構
成
の

富
歴
任
は

､

生

産

性
の

檜

大
と
い

う

面
に

お

い

て
､

同
一

生

産
部
門
の

平

均
水

準
よ

り

抜
き

出
て

い

る

個
別

資

本
に

特
別

超
過

利
潤

を

も

た

ら

す
｡

こ

の

特
別

利
潤

は

ま

た

流
通
過

程

か

ら

も

汲

み

と
ら

れ

る
､

-
労

働
市
場
で

の

不

等
慣
交
換
(

労

働
力
の

債
偉
ぶ

下
へ

㌧の

賃
金
の

引
下

ぎ
農
村

と

直
結
し
て

い

る

日

本
の

交
通

弊
働
者
の

場
合
に

こ

の

可

能

性
が

大
き

い
)

に

ょ

り
､

亘

大
資
本
の

立

湯
を

利
用

し
て

行

わ

れ

る

資
材
市
場
で

の

不

等
慣
交
換
･
(

不
欒
資
本
の

慣
値

以

下
で

の

購
入

･

-
不

況

期
に

お

け
る

弱
小

淡

味

栗
者
に

封

す
る

日

虹
園

姦
道
の

慣
格
政

廉
に

こ

の

硬
骨
が

雷
う
る
)

に

吉
､

差
贋

憲
占
の

形

成
に

よ

つ

て
｡

孟
ら
の

方

法
が

ど
の

程
度
に

採
用
せ

ら

れ

た

か

は
､

⊥

々

具
饅
的
孜

場
合
に

つ

い

て

検
討
す
る

よ

り

他
は

な
い

｡

資
本
の

有

機
的
構
成
の

高
度
化

と

は

反
封
に

､

充
用

資
本
の

同

韓
時
間
の

短

編
は

利
潤

率
を

び

き

上

げ

る
｡

資
本
の

同

韓
が

早
い

と

は

前
貸
資
本
が

少

く
て

済
む

と
い

う
こ

と
で

あ
る

｡

そ

こ

で

同
一

額
の

資
本
に

つ

い

て

は
､

同

韓
の

早
い

も
の

は

お

そ

い

も
の

よ

れ

も
】

定

期
間
内
に

よ

り

多

く
の

労
働
と

資
材
と

を

雇
用
す
る

こ

と

が

で

針
､

従
つ

て
､

輿
え

ら

れ

た

剰
飴
債
倍
率
の

下
で

は
､

よ

り

多

く
の

利
潤

を

う

ち

出

し

う
る

｡

し

か

も

こ

の

利
潤

は

-
流
通

過
程

か

ら

汲

み

と

ら
れ

る

特
別

超
過

利
潤

を

別

と

す
れ

ぼ

ー
一

斉
現

さ

れ

た

剰
飴
慣

億
と

し
て

可

愛
資
本
に

淑

泉
を

も
つ

の

で

あ
る

か

ら
､

利
潤
率
を

問
題
と

す
る

か

ぎ

り
､

わ

れ

わ

れ

は

可

愛
資
本
の

同
韓
だ

け

を

と
り

あ

げ

れ

ば

よ

い
｡

と
こ

ろ

で

可

欒
資
本
は

流
動
的
不

変
資
本
と

共
に

i
新
し

く

創
造

せ

ら

れ

た

債
借
の

附
加
と

畢
た

る

慣

億
の

移
行
と
の

9

4 9
一

相

違
は

空
ノ

て

も

1
全

部
的
に

生

産
物
に

移

軍
れ

､

塵

産
物
の

願

糞
と

と

も

牢
全

部
酌
に

流
通

す
る

｡

そ

し

て
一

腰
に

資
本
の

同

痔
時

が

交
通

費
本
の

蓄
疎



一

橋
.
論

叢

第
二

十
七

巷

昇
四

班

50

間
は

そ

の

流
通

時
間
と

生

産
時
聞
と
の

合
計
で

あ

る

が
､

こ

の

鮎
で

交
通

費
本

は
､

さ

き

に

述
べ

た

猥

自
の

循
環
方

式
･の

示

す
と
と

ろ
､

す
な

わ

ち

第
二

段

階
の

流
通

時
間
と
生

産

時

周
と
の

一

致
､

或
い

仕

舞
二

流
通

段

階
の

表

面

的
な

滑

失
か

ら

必

然
す
る

困

韓
時
間
の

短

鯨

が
､

生

産
物
の

貯
蔵
不

可

能
と
い

う

不

利
益

と

相

殺
さ

れ

う
る

こ

と

は

右
に

述
べ

た

通
り

で

あ
る

｡

■
し

か

し

何
れ

に

し
て

も
､

一

般
に

第
一

淀
邁

段

階
が

比

較
的
短
い

一
版
安
よ

り

も

購
買
の

方
が

容

易
で

あ

る

1
こ

と

を

考
え

る

と
､

こ

の

事
資
は

､

少

く
と

も

資
本
の

同

韓
時
間
に

の

み

若
限

す
る

限
り

､

蓄
積
上

有

利
な

一

條
件
で

あ
る

こ

と

は

否

定
さ

れ

な

い
｡

そ

の

上
､

交
通

葦
で

は

生

産

時
聞
は

弊
働
時
間
と

一

致
す
る

｡

た

だ

問
題
は

､

こ

の

生

産

時
間
そ

の

も
の

が

可

愛
的
な

こ

と
､

及
び

交
通

用

役
の

分

割
滑
費
が

可

能
な

こ

と
か

ら

生

ず
る

資
現

の

複

発
さ

で

あ

る
｡

交
通

貴
の

生

産

時
問
は

､

市
場
す
た

わ

ち

生

産
場
所
の

大
き

さ
､

つ

督

り

距

離
的
延

長
と

交
通

速
度
に

依
存
す
る

｡

有

形

財
の

生

産
に

あ
つ

て

は
､

一

定
の

生

産
手

段
に

ょ

る
一

定
商

品
の

生

産

時
間
は

一

定
し

て

い

る
｡

と
こ

ろ
が

同
一

の

交
通

手

段
で

も
､

そ

の

生

産
物
を

構
成
す
る

二

つ

の

要

素
(

c

名
覧

-

t

呵
×

巴
∽

訂
n
｡

e
)

の

一

方
(

距

離
)

が

可

欒
的
な
こ

と
か

ら
生

産
時
間
も

攣
化

し

う

る
｡

そ

の

上
､

速

･

慶
の

攣
化
は

更

に

生

産

時
問

を

欒
化
せ

し

め

る
｡

か

く

し

て
+

定
の

生

産

手

段
=

交
通

手

段
に

つ

い

て

も
､

定
時
蓬

韓
の

場
合
を

除
く
と

､

そ
の

生

産

時
間
従
つ

て

ま

た

資
本
(

流
動
的
)

の

同

韓
時
間
は

不

定
で

あ
る

｡

た

お

ま

た
､

薬

草

若
く
は

輸

送
距

離
を

異
に

す
る

多

数
の

乗
客
ま

た
は

貨
物
の

横
合
せ

輸

迭

は
､

一

つ

の

連

窺
的
な

生

産
行

為
か

ら

生

産
物
=

交
通

用

役
の

種
々

さ

ま

ざ

ま

た

大
き

さ
の

部
分
的
賓

規

が

生

ず
る

｡

し

か

も

各
個
の

乗

客
ま

た
は

荷
主

に

と
つ

て

そ

れ

ぞ
れ

完
成
崖

産
物
と

し

て

交
通

用

役
が

滑

費
さ

れ

た

も
の

で

あ
る

以
上

､

か

よ

う

な

こ

と

が

可

能
た

た
め

に

は
､

院
問
毎
に

完
了

す
る

生

産
行
為
の

蓮
綾
と
し

て

交
通
を

理

解
す
る

よ

り

他
た
い

の

で

あ

る
｡

さ

て

近

代

的
交
通

業
の

一

特
色
で

あ

る

資
本
単

位
の

吾
人

さ

は

按
術

的
及
び

産
密

約
必

要
か

ら

要
請
せ

ら

れ

る

の

で

あ

る

が
､

こ

の

哉

∂0 ク
′
E

T



5 1

術

的
及

び

経
営

的
必

要
は

､

し

か

し

な

が

ら
､

資
本
規
模
の

五
大

化
の

方

向
の

み
に

作
用

す
る

わ

け
で

は

な
い

｡

反
封
の

方

向
へ

も

働
く

｡

交
通

需
要
の

性
質
と

交
通

用

役
の

生

産
=

滑
費
の

特
殊
性
と

が

こ

れ

を

決

定
す
る

の

で

あ
る

｡

機
械
化
の

進
展
に

よ

つ

て

表
わ

さ

れ

る

大

規
模
生

産
の

利
益

は

交
通
に

ぉ

い

て

も

明

ら

か

で

あ
る

に

も
か

か

わ

ら

ず
､

交
通

用

役
の

生

産

と

給
費
の

時
間
的
及
び

場
所

的
同

一

性
か

(

註
1
)

ら
.､

交
通

市

場
に

お

け

ろ

需
要
の

情
況

が

必

ず
し

も

無
條
件

に

こ

の

利
益
の

賓
規

を

許
さ

な
い

こ

と
に

つ

い

て

は
､

他
の

横
倉
に

解
れ

寛

需
要
が

集
約
的
で

あ
つ

て
､

し
か

も
そ

の

地

域
的
鏡
が

り

即
ち

同

時
に

生

産

場
所
の

地

域
的
揖
が

り

が

大
で

あ
れ

ば

あ

る

ほ

ど
､

統
一

的

(

註
2
)

露
営
の

必

要
は

企

菓
規
模
を

互

大

な

ら

し

め

る
｡

定
着
的
生

産
手

段
を

使

う

交
通

業
に

お

い

て

こ

れ
が

著
し

い
｡

逆
の

場
合
は

逆
で

あ
る

｡

(

註
1
)

｢

交
通

費

働
の

生

産

性
+

(

経

済
草

薙
誌

､

･
希
十

九

巻
一

家
〕

参
照

｡

(

驚
こ

戟

遺

業

と

通

信

業
､

と

く

に

後

者
､

そ

の

中
で

も

電

気
通

信

業

が

最
適

例
で

あ

る
｡

米

国

に

お

い

て
､

猫
占

禁
止
の

努
力
に

も

か

1

わ

ら

ず
､

一

九

四

三

年
の

通

信

法

改
正

に

よ

つ

て
､

国
内

電

信

事

業
に

お

け

る

ウ

ェ

ス

タ

ー

ン

･

ユ

ニ

オ

ン

電

信

骨

祀
.

の
､

韓
内
電

話

事
業

に

お

け
る

ア

メ

リ

カ

電

話

電

信

骨

鮭
の

､

猫
占

を

容

認
せ

ざ
る

を

得
な

か

つ

た
､

1
鳥

居
博

､

ア

メ

リ

カ

の

電

気
通

信

制
度

､

一

九

五

〇

年

番
麒

｡

■
五

大

室
父

通

企
業

-
郵
便
事
菟
を

於
い

て

i
に

お

け
る

大
な

る

固

定

資
本
比

率
は

､

資
本
流
出
の

困

難

∃
流
入

も

自
然
的
礪
占

ま

た
は

法
的
濁
占

任
せ

も
つ

交
通

蓋
で

は

困

難
で

あ

る
､

-
に

よ

つ

て

利
潤
率
の

平

均
化
蓮

動
を

妨
げ

､

市
場
慣

格

と
生

産

慣

格
と
の

背
反
を

も

た

ら

し
､

高
い

資
本
の

有

機
的
構
成
と

相

伐
つ

て

利
潤

率
の

低

下
に

導
く

｡

そ

し

て

こ

れ
.
に

封
抗

し

て

行

わ

れ
る

資
本
の

蓬
動

は
､

こ

ゝ

で

も

集
中

と

礪
占

(

大

資
本
に

よ

る

生

産
の

集
積
は

そ

れ

白
鰻
猫
占

!
交
通

葉
の

場
合
は

後
述
の

如

く

地

域
的
た

-
の

要

素
を

含
ん
で

お

り
､

可

欒
資
本
の

増

封

的
減
少
に

拘
ら

ず

雇
用
し

う

る

労

働
の

絶
封

量
は

檜
加
し

.
て

利
潤
を

増
加

き

せ

る
)

で

あ
る

｡

個
別

資
本
に

お

い

て
､

賓
現

し

た

利
潤
の

資
本
化

す
た

わ

ち

集
積
.
が

常
に

行
わ

れ
る

わ

け
で

な
い

｡

合
祀
組
続
を

と

ら

た
い

小

規
模
の

交

通

資
本
の

蓄
疎

3 0 J
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一
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橋

静

叢
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七

巷
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四
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･

個
人

企

業
の

場
合
に

こ

の

例
が

多
い

｡

近

代

的
交
通

業
で

も

不

定
期

船
事

業

-
そ
の

い

わ

ば

原
始
的
蓄
積
は

商
業
や

他
の

生

産

業
か

ら

潤
っ

J

の

派
生

猥
立

化

と

し
て

行
わ

れ

た

場
合
が

多
い

1
に

あ
つ

て

は
､

集
積
に

よ

る

蓄
積
が

多
い

こ

と
.

は

後
に

み

る

よ

う

に

二

十

七

八

年
敬

(

註
)

争
後
に

お

け
る

日

本
不

定
期

船
業

費
蓮
の

内
容
に

よ

つ

て

分
る

｡

小

規
模
の

道
路
交
通

業
で

も

同

じ
で

あ

る
｡

(

鼓
)

こ

れ
は

ひ

と

り

日

本
･
だ

け
の

こ

と

で

は

な
い

｡

-
C
れ

.

官
冒
ま
p

芦

河
J

当
F
e

P
｡

冒
邑
誌

｡
f

ゴ
P

星
匂
○

き
→

e

く
･

e

P

ど
邑
昌
紆

芦
k
ノ

ー

翌
丁

仇
､

ワ

a
e
什

∽

e

ゃ

し
か

し

航
洋
定
期
般
業
や

鋳
造
業

1
自
動
草
や

航
重
機
の

時
代

以

前
に

つ

い

て

い

う

1
と

た

る

と
､

そ

の

創
業
の

場
合
は

い

う

ま

(

註
)

で

も

な

く

境
蛮
の

際
に

で

も

必

要
と

さ

れ
･
る

資
本
単

位
の

五

大

さ

は
､

資
本
の

動

貞
に

依
存
す
る

よ

り

他
な
い

の

が

普
通
で

あ
る

｡

そ

し

て

こ

の

社
食
的
意

味
で

の

資
本
の

集
中

は
､

す
で

に

蓄
積
さ

れ

て

い

る

祀
禽
的
絶
賛
本
の

再

配
分
と

し

て

行

わ

れ

る

の

で

あ
る

が
､

そ

の

ぬ

た

め

に

は

そ

の

流
れ

を

引
き

つ

け
る

だ

け
一

の

誘
因

-
平

均

以
上
の

利
潤
の

存
在

ま

た
は

そ

の

見
込

み

!
が

存
在

し

た

け
れ

ぼ
た

ら

た

い
｡

こ

れ

が

軟
け
て

い

る

と
を

､

し

か

も

絶

資
本
の

立

場
に

お

い
■

て

常
該
産

業
部
門
へ

の

投
資

.
が

望
ま

れ

る

と

き
､

国
家
の

積
極

的
た

閲

ノ

興
が

行
わ

れ

る
｡

明

治
初

期
に

お

け
る

近

代

的
交
通

業
の

場
合
が

そ

の

適
例
で

串
る

｡

一

(

註
)

｢

蓄
積

(

こ

の

場

合
は

集
積
と

解

す
べ

き

で

あ

る

-
･

引
用

者
)

に

よ
つ

て

若
干
の

個

別

的

諸
資
本
が

威

遭

を

敷
設
し

う
る

や

う

に

な
る

ま

で

待
た

ね

ば
な

ら

な

か

つ

た

と

す

れ

ば
､

ま

だ

世

界
に

哉

蓬

は

な
い

で

あ

ろ

う
｡

こ

れ
■に

反
し

て

集
中

人
こ

の

場
合

は

贅
本
の

蓼

旦
と

解
す
べ

き

で

あ

ん

る

ー
･
･

引

用

者
)

は
､

準
式

合

祀

蒜
介
に

ょ

り

忽

ち

に

し
て

感

遭
の

敷

誓
な

し

蓬

げ
た

｡

+

(

贅
本

論
､

竺
余

塵
七

籍

弟
二

十
三

幸

竺
節

､

長

谷

部
葦

､

日

本

評
論

敵

版
､

第
四

分

瀞
一

三

四

月
)

甲

戸

‥
1

√

か

一

.
♪

も



三

園
豪

と

交
通
費
本

●

国
家
と

交
通

と
の

関
係

は

多

面

的
で

あ
る

が
､

こ

こ

で

望
父

通

資
本
の

蓄
積
と
の

関
係
の

み

を

と
り

あ

げ
る
｡

こ

の

関
係
も

ま

た
､

交

通
業
の

蚤
展
の

た
め

に

国
家
が

と

る

直
接
間
接
の

諸
方

策
を

総

括
的
に

検
討
す
る

と

な

る

と
､

決

し

て

単
純
で

は

な
い

｡

い

ま

は

そ
の

う

ち

財
敦

措
置
の

面
を

主

と

し

て

取

救
う

｡

一

維
新
政

府
が

お

か

れ

て

い

た

国
内

的
並
び

に

国
際
的
敦

治

経

済
情

勢
は

､

諸
交
通

機
関
近

代
化
へ

の

編
成
巻
を

そ

の

最
緊
急

課

題
の

一

た

ら

し

め

た
｡

し

か

も

産

業
資
本
の

蓄
瞭
は

な

く
､

垂
木
動
員
の

機
構
は

未
だ

整
備
せ

ら

れ

ず
､

技
術

的
に

も

経
営

的
に

も

全

く

未
知
の

近

代

的
交
通
手

段
は

投

資
的
引

力
を

一

般
国
民
に

射
し

て

も
た

な
い

と

す
れ

ぼ
､

ま

た

た
と

え

私

的
資
本
が

の

り

瀧

す
可

能
性
が

あ
つ

て

も

政

治

的
警
察
的
理

由
か

ら

香

誉
れ

ざ
る

を

え

な

い

と

す
れ

ぼ

(

通

信

壁
開

署
今
国
家

自
ら

が

積
極

的

姦
度
に

出
.

ざ

る

を

禎

た
い

｡

方
法
は

直

接
投
資
と

補
助
金
の

下

付
で

あ
る

｡

海
運

業
に

お

け

る

政

府
の

直
螢
も
し

く
は

年
民
営
の

試
み
は

失
敗
し

た
､

卜
狙

酒
食
敢
や
日

本
国
郵
便
蒸
気

船
食
紅

｡

官
僚
摩
螢
に

は

凡

そ

不

適
常
な

事
業
で

あ
る

か

ら
で

あ

る
｡

こ

の

部
門
で

は

専
ら

補

助
金
に

よ
る

私

的
資
本
蓄
積
の

促
進
が

行
わ

れ

た
｡

そ
の

最
初
の

､

そ

し
て

最
大
の

成

果
が

三

菱
財
閥
の

育
成
で

あ
つ

た

わ

け
で

あ

る
｡

こ

れ
に

封

し

繊
道
に

お

い

て

は

最
初

は

イ

ギ

リ

ス

資
本
の

導
入
虹

よ

り
､

次
い

で

間
も
た

く

国
民
資
本
を

も
つ

て

官
業
は

出

資
し

た
｡

こ

こ

で

は

錬
道
の

猫
占

性
が

持
続
的
霞

螢
を

保

護
-

す

る
｡

そ

し
て

こ

の

場
合
注

意

す
べ

き

は
､

明

治
二

十

年
代
以

前
の

国
債
が

制
度
攣
真

の

た

め
の

交
付
公

債
と

し
て

蟄
行
せ

ら

れ
､

従
つ

七
イ

ン

フ

レ

ー

シ

ョ

ン

の

契

機
と

た

り
､

こ

れ

を

通

じ
て

本
源
的
蓄
積
推

進
の

槙
粁
と

3

ぉ

洩
っ

た
の

に

封

し
､

起

業
公

債
と

中
山

鋳
造
公

債
の

み
は

､

生

産
的
公

債
と

し
て

公

募
せ

ら

れ
､

一

資
本
と

し

て

機
能
し
え

た

い

国
民
の

述

部

交
通

資
本
■の

蓄
錬



一

橋

論

叢

第
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十
七

魯

第
四

兢

5 4

･

休

貨

幣
の

集
中
を

果
し

た

こ

と

で

あ

る
｡

そ

れ

以

後
咤
お

い

て

国
有

鋳
造
の

た

め

に

公

債
の

方
法
に

ょ
つ

て

調
達
せ

ら

れ

た

資
金

は

上

の

鎚
っ

J

通
り

で

あ

る
｡

抜 道 開 係 公 債

利 ノ 率

( % )
9

4

額叉ほ

充嘗額廃
( 千 国.)

△ 1
,
4 6 4

△ 1 7
,
5 7 8

発行年
明 治

( 毎ラ
3

32

種 一別

九分 利村外 国公債

第一同四 分利 付英貨公債

19
,
0 4 2計

△ 5
,
8 1 0

1 8
,
2 9 1

2
ノ
0 0 7

6 9 ､2 8 6

△ 2 6
,
1 2 6

5
,
7 3 9

△ 1 8
,
00 0

1 4 5
,
2 5 3

1 1

1 7 - 1 8

22

2 6一一4 0

3 0 - 4 0

31 - 4 0

3 3 - 3 9

債

債
.

債

債

債

債

債

公

会

公

会

公

会

道

充

道

公

道

業

業

閑

醐

㌍

習
計

山

道

分

海

拷

起

中

鎖

五

事

北

董

164 ,25 91
5

5 ,6

合 計

4 08
,
4 7 5

2 6
,
1 9 5

41 - 42

3 9 - 42

鋳 造 買 収 公 債
貿故 に よ る香織革昏社 債
務整理 公債

国債沿 革略 よ り ( △ ほづ敬遣 充嘗 額)

起業公債 は 募 集額 に 常 用部 ･ 中 山道 銭 遭 公 債 ･

勧業資本金 か ら の 描足 が あ つ た
｡

事業 公債 に は
､ 交 通 軸係 と して は ､ 上 の 他 に ､

電 話交 換穣張 費 1 4
,
2 7 6 千 国が あ る｡

公

債
だ

け

が

鏡
道
資
本
の

源
泉
で

は

な
い

｡

租

税

攻

入

を

中

核
と

す
る

一

般
軽
費
か

ら
の

支

出

が

あ

り
､

ま

た

借
入
金
に

依
存
し

た

場
合
も

あ

る
｡

通

信
資
本
は

事
業
公

債
の

一

例
を

除
い

て

す
べ

て
一

般
経

費
の

う

ち
か

ら

蓄
積
さ

れ

た
｡

ま

た

賓
現

さ

れ

た

剰
飴
慣

伍
や

特
別

超
過

利
潤

に

よ

る

蔑
鎮

-
-

そ

の

数
字
的
跡

付
け
は

因

襲

で

あ

る

が

-
に

よ

つ

て

も

蓄
積
は

雷
然
進
行

し

た
は

ず
で

あ

る
｡

そ

し
て

結
局
に

お

い

て

国

家

交
通

費
本
は

私

的
交
通

資
本
と
の

封

比
に

お

い

て

左
の

よ

う

に

蓄
積
さ

れ
て

行
つ

た
｡

交
通
に

お

け
る

国
家
資
本

玉
そ

の

規
模
は

絨
道
資
本
の

大
き

さ

に

羊
つ

て

主

と

し

て

左
右
さ

れ
る

の

で

あ
る

が

ー
の

比

重

は

二

十

年
代
に

入
つ

て

か

ら

急
に

下
つ

て

行
つ

た
｡

こ

(

詰
)

の

年
代

に

は

国
豪
も
ま

た
い

わ

ゆ

る

近

代

的
公

債
に

豊

富
低

廉
た

資
金
を

仰
ぎ

う

る

よ

う
に

た

つ

た
の

で

あ
る

か
､

そ
の

基

礎
を

な

す
蓄

一†

r

ゝ
r

【

斗
し
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公 私 企 業 鎖 道 一銭 遭 省､ 銭 遭 経済資料 ､ 第
二 篤其 他 ( 水 蓮 骨 鮭 の み を と 声一掃 込 又 は

出 資額､
二 十 七 年 よ り積立 金 を 加 え る) 一

統計 年 経

国 家企 業 国有銭 遭 ( 疎通 省､ 前 掲 書) と電

信 電 話事 業投 資 累計額 ( 逓信 省 詞)

道 路 及 び 港 轡 の 修 築も 産業資本 の 展 開 に と つ

て 不 可 放 で あ り
､ そ の た め に 明 治 初 年 か ら二巨

額 の 経書苧が 支 出 さ れ て い る の で あ るが ( 起 業

公 債 つ 用 途 もキ牛 は こ の 種 の 支 出 で あ つ た) ､

そ れ ら は 無 償交 通 手 段 と し て 国富で あ つ て も

贅本 と 考 え ら れ な い か ら
､ 考 應 の 外 に お い

た ｡

槙
さ
れ

た

国
民
資
本
が

､

十

九

年
に

始
ま

る

好

況

期
に

お

い

て
､

よ

り

強

く
私

設

鋳
造
の

方
へ

流
れ

込

ん

だ

か

ら
で

あ

る
｡

三

十
九

年
か

ら
の

再

轄
位
は

い

う

ま
で

も

な

く

鋳
造
国

有

化
の

結
果
で

あ

る
｡

(

詮
)

大

内

兵

衛
､

日

本
公

債
静

､

一

九
三

七

年
､

五

入

貫
以

下

参

照
｡

き
て

交
通

業
へ

の

園
豪
の

直

接
投
資
は

､

恒
久

的
に

は
､

通

信
機
踊
と

餓
潜
と

に

限
定
せ

ら

れ

た
｡

初

期
の

時
代

に

は

政

府
の

一

部
出

資
に

よ

る

年
官
牛
虎
の

企

糞
も

試
み

ら

れ
た

け
れ

ど

も

(

共
同

運

輸

合
祀
は

そ

の

一

例
)

､

永

績
し

た

か

つ

た
｡

承

的
交
通

資
本
の

育
成

55

の

た

め
の

財
政

的
持
底
の

主

な

手

段

は

神
助

金
で

あ

る
｡

交
通

資
本
の

蓄
積

3 0 ∂
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に よ る
｡

補
助
金

は
､

そ

の

蕗

泉
が

租
税
で

あ

る

限
り

､

国
家
権

力
に

よ

る

国
民
所

得
/の

再

分
配
で

あ

り
､

し

か

も

そ

れ
は

特
定
の

個
別

資
本
に

勤
し

て

何
ら
の

反
封

給
付
を

伴

わ

ず

に

藩
校
せ

ら
れ

る
一

も
の

で

あ

る

が
､

資
本
蓄
積
上
の

意
義

は

輔
助
の

内

容
に

よ

つ

て

違
う

｡

こ

れ

を

明

ら

か

に

す
る

前
に

､

明

治

政

府
が

海
運

業
に

勤

し

て

直
接
支

出

し

た

棉

〉

助
金

-
他
の

形
で

､

戦
時
に

､

ま

た
三

菱
合
祀
の

た
め

に

特
殊
な

溜

式
で

費
さ

れ

た

顧

は

別
と

し

て

!
を

鋳
造

補
助
金
と

比

較
す
る

と

上
の

通
り

で

あ

る
｡

こ

の

表
に

お

い

て

目

立
つ

封

照

は
､

織
通
商
助
金
の

支
.

出

顧

が

受
動
的
な

の

に

封
し

､

海
道

補

助
金
が

大
健

一

定

3 ∂β

し

且
つ

漸
増
し

て

い

る

こ

と
､

及
び

後
者
が

後
に

た

る

ほ

ど

亘

大
た

数
字
を

示

し
て

い

る

こ

と
で

あ
る

｡

前
者
の

額

が

欒
動
的
な

の

は
､

そ

れ

が

建
設

費
補
助
ま

た

は

営
業
益

金

補

給
と

t
て

交
付
せ

ら
れ

た
か

ら
で

あ

る
｡

そ

し

て

梅
蓮

助
姉
金
の

よ

う
に

漸
増

し

て

い

な
い

の

は
､

一

つ

は

建
設

費
補
助
の

部
分
が

あ
つ

た
の

と
､

補
助
金
の

交
付
期

間
が

限
ら

れ
て

お

つ

た

た

め
､

電
に

は
こ

の

時
代
の

日

本
資
本
主

､

義
が

上

昇
期
に

あ
り

､

初

め
は

不

整
臍
線
で

あ
■

っ

た

も
の

も

や
が

て

新
し

い

交
通

需
要
の

蓉
生

に

よ

つ

て

比

較
的
早

く

経
営
困

難
が

克
服

さ

れ

た

に

も

よ

る

も
の

で

あ
ろ

う
｡

亡
軒

■
■ぐ



海
運

補
助
金

が

ど

ん

な

形
で

､

ま
た

ど

の

海
道
企

業
に

支

給
せ

ら

れ
､

そ

れ
が

監
該
企

業
と
日

本
海
蓮

葉
に

ど
の

よ

う

な

意
義
を

も
つ

た
か

､

に

つ

い

て

は

他
の

横
合
に

詳

詮
し

溌
｡

(

註
)

私

設

鋳
造
菓
に

潮

す
る

補
助
金

も
､

軽
便
鋳
造
補
助
法

-
大

正

八

年
八

月

地

方

鋳
造
神
助
法

に

改
め

ら

れ

た

～
に

よ

る
一

般
的
補

助
方
添
が

と

ら

れ

る

ま
で

は
､

海
蓮

神
助
の

場
合
と

同
じ

ょ

う

に
､

個
別

的
に

特
定
の

鋳
造
合
祀
に

輿
え

ら

れ

た
｡

長
滝

長
期
に

五
つ

て

こ

れ

を

享
受
し

た
の

は

日

本
鋳
造
(

明

治
一

四

-
三

八

年
､

補
助
金

合
計

九

三

四

萬
囲
)

で

あ
る

が
､

そ

の

他
は

山

陽
鋳
造
(

二

四
､

二

七
､

二

八
､

三

〇
､

三

三
､

三

四

年
､

五

九

萬
囲
)

､

九

州

鋳
造
(

二

二

-
二

五
､

二

八

卜
三

〇
､

三

二

年
､

五

七

甫
囲
)

､

北

海
道
衆
醸

鋳
造
(

二

二

-
三

二
､

､

一

三

七

年
囲
)

､

末

筆
織
道
(

三

四

-
三

九

年
､

五

五

八

萬
圃
)

､

北

梅
道
鏡
道
(

三

五

1
ニ

石
年

､

一

五

二

萬

園
)

で

あ
る

｡

日

本
鋳
造
に

封

し
て

は

蓮

韓
開
始
ま

で

八

分
の

利
子

を

下

付
し
+

蓮

樽
開

始

後
純
益

八

分
ま
で

補
給

､

山

陽
鋳
造
に

は
一

部
路
線
に

封
し

一

哩

に

付
二

千

周
の

建
設

費
神
助

､

九

州

鐙
道
に

も

同

じ

條
件
の

建
設

費
補
助
を

輿
え

た
｡

三

十

九

年
六

月

設

立
の

南
清

洲
鋳
造
は

六

分
の

利
益

配
常
が

保

覆
せ

ら

れ

た

が
､

初
め

か

ら

敦

府
の

補

給
き

必

要
と

し
な
い

督
菓
成

績
を

あ

げ

た
｡

何
れ
に

し
て

も

鉄

道
の

場
合
で

も
､

海
蓬

に

お

け

る

と

同

様
に

､

国
民
の

負
括
に

お

い

て

少

数
の

特
権
的
財
閥
的
宜

大
資
本
の

育
成
が

行
わ

れ

た

の

で

あ
ご
匂

｡

(

註
)

軽
便

銭

遭

椅
助
港

で

は
､

螢

象
開

始

後
五

年

間

建
設

費
に

射
し

て

五

分
の

利

益

が

保

讃
せ

ら

れ
た
｡

そ

し

て

こ

れ

は
､

海
藻
に

お

け
る

諸
費
励

■

港
や

補
助

蔑
の

よ

う
に

少

数
の

互

大

企

業
に

よ

つ

て

鵜

占
せ

ら

れ
る

結

果
と

な

ら

な

か

つ

た

鮎

が

注

意
さ

れ
る

｡

_

さ

て

補
助
金
は

そ

の

内
容

に

よ

つ

て

資
本
蓄
積
に

対

す
る

作
用

を

異
に

す
る

｡

利
子

ま

た
は

利
益

(

配
雷
)

補
給
金

!
栽

辣
や

日

本

郵
船
へ

の

ー
は

､

そ

れ

が

配
雷
せ

ち
れ

る

限
り

に

お

い

て

は

営
該

個
別

資
本
の

蓄
積
に

寄
興
し

な

い
｡

蓄
積
に

参
加
し

う

る

の

は
､

そ

57
.

の

う

ち
で

社
内

留
保
せ

ら

れ

る

部

分
だ

け
で

あ

る
｡

こ

れ

に

封

し
､

去
按
へ

の

建
設

補
助
金

､

造

船
奨
励
金

､

大
阪
商

船
へ

の

埠
槻

改

良

抑

交

通

資
本
の

蓄
痺

■
l

■.･

臣
｢

【F

.虹
.

.2

≒

.
㌧
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0
05

一

橋

論
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第
二

十
七

春

希
四

凍

助
成

金
は

､

生

産
手

段
と
し

て

固
定
す
る

私

的
資
本
化

が

そ

の

狙
い

で

あ

る
｡

ま

た
三

菱
合
祀
に

補
助
せ

ら

れ
た

運

航
費
や

船
舶
修
繕
費

､

㈹
り

J

同

祀

及
び

共

同

運

輸

合
祀
に

封

す
る

郵
便
補

助
金

(

名

臣

的
に

は

そ

の

一

部
は

郵
便
輸

途
へ

の

反
射

給
付
で

あ

る
)

､

航
海

奨
励
金

､

遠

洋
及
び

特
定
航
路
補

助
金
は

､

生

産

奨
励

金
と

し
て

､

生

産
過

程
へ

参
入

す
る

こ

と

に

ょ

り

個
別

資
本
･の

利
潤

獲
得
に

寄
興
す
る

｡

だ

が

そ

の

名
目
が

何
れ

に

せ

よ
､

公

権
に

ょ

る

国
民
所

得
の

特

定
個
別

資
本
へ

の

再
分
配
で

あ

り
､

直

接
間
接
の

利
潤

補

給
で

あ
■
る

そ

の

本
質

に

攣
り

は

な

い
｡

そ

し

て

そ

の

瀕
臭
が

租

税
に

あ
る

場
■
合

､

社
食
的
に

み

て

そ

れ

が

資
本
の

集
中
の

役
割
を

果
し

た

も
の

で

あ
る

か
､

或

い

は

張

制
的
た

節
約
に

よ

る

資
本
の

蓄
積
を

賢
現

し

た

も
の

で

あ

る

か

を

明

ら
か

に

す
る

た

め

に

は
､

こ

こ

で

は

わ

れ
わ

れ

が

果
し

え

た

い

一

層
立

入
つ

た

分
析
を

必

要
と

す
る

｡

ま

た

補
助
金
の

機
能
が

何
で

あ

れ
､

そ

の

存

在
は

資
本
の

動
員
に

お

け

る

有
力
な

誘
い

水
の

役

割
を

果
し

､

国
家
に

よ

る

社
食
的
資
本

の

再

配
暦
の

一

手

段
と

し
て

働
く

｡

た

お
､

補
助
金

と

蓬
つ

た

国
家
資
本
の

私
的
資
本
化
の

諸
方

法
が

初

期
に

は

少

か

ら

ず
と
ら

れ

た
｡

資
金

貸
輿
(

三

菱
食
紅

ヤ
日

本
鎖

､

道
等
)

､

国
有

生

産
手

段
の

貸
下

(

三

菱
合
祀

､

廻

漕
合

祀
､

北

海
道
蓬

翰

合
計

､

共

同

蓬

翰

合
祀

等
｡

藩
胎
を

も
つ

て

経
督
し

た

総
高
汽

賠
や
三

菱
合
祀
の

前
身
九

十

九

商
骨
は

そ

の

先
駆

的
形

態
)

､

そ

の

廉

慣
梯

下

げ

(

三

菱
食
政

､

幌
内

及
び

郁
春

別

銭
道
の

彿
下

げ

等
)

が

そ
の

圭
た

も
の

で

あ
る

｡

こ

の

最

後
の

場
■
合
は

幌
内

米
山
の

柿
下

げ

と

共
に

た

さ

れ

て

北

海
道

栄
藤
鋳
造
合

祀
の

設

立
と

な

つ

た

も
の

で

居

る

が
､

｢

近

代

的
生

産
手

段
を

内

容

と

す
る

国
家

資
本
が

政

商

と

よ

ば

れ

る
一

･
蓮
の

商

業
資
本
の

所

有
者
に

そ

の

ま

ま

移
さ

れ
る

こ

と

(

註
)

に

ょ

つ

て
､

私

的
産

莞
資
本
が

生

み
出

さ

れ

た
+

典
型

的
な

例
で

あ
る

｡

そ

の

上
､

こ

の

食
紅
は

新
線
竣
工

ま
で

の

年
五

分
の

利
子

補

給

と

開
業

後
八

年
間

純
益

五

分
の

政

府
保

琵
を

さ

え

せ

し

め

た
｡

そ

し

て

こ

こ

で

も

高

島
宗
右
衛
門
が

華
族
と

共
に

襲
起

人

と

し

て

名
を

列

r

ゝ

ト
…

L
.
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一

ヽ

ね
て

い

る

の

で

あ
る

が
､

彼
は

明

治
初

年
か

ら

華
族
と

組
■

ん

で

彼
等
の

常
時
と

し

て

は

最
大
の

ー
封

建
的
家

禄
を

源

泉
と

す
る

ー
集

中

資
本
を

こ

の

新
規

事

業
に

注
入

す
る

た

め

に

政

府
や

高
官
の

間
を

泳
ぎ

起
つ

て

い

た
｡

明

串
初

期
の

私

的
資
本
に

よ

る

鋳
造
の

建
設
は

､

国
家
の

直

接
間

接
の

保
護
の

下

に
､

多

顧
の

秩
祓
公

債

が

集
中

し

た

小

数
高
疎
華
族
に

政

商
が

結
び
■つ

き
､

こ

れ

を

中

心

と

し

て

地

方

商

業
資
本
家
の

参
加
に

よ

り

主

と

し
て

推
進
せ

ら

れ

た

の

で

あ

る
｡

.
(

註
)

鈴
木

武

雄
､

帝
国
主

義
段

階
に

お

け
る

国

家

資
本
の

･
役

割
と

推

移
､

上
､

一

九

四

九
年

(

日

本
帝
国
之

義
講
座
)

五

三

貢
｡

･

国
家
権
力
に

ょ

る

私

的
資
本
蓄
積
の

促
進
は

非
金

銀
的

な

形
に

お

い

て

も

行
わ

れ

る
｡

三

菱
食
紅
に

封
し

て

輿
え

ら

れ

た
.

種
々

の

便
宜

と

特
橙
と

礪
占

保

障
や

､

ま

た
そ

の

競
争

相
手

た

る

共
同

蓮
輸

合

祀
の

堅
且

に

敢

麻
大
官
や

地

方

長
官
が

奔

寿
し

た

と
い

う

事
資
鴻

藩
閥

官
僚
と

礪
占

資
本
と
抄

結
び

つ

き

を

示

す
一

例
で

あ

る

が
､

か

よ

う

な

露
骨
な

や

り

方
は

別

と

し

て
､

初

期
の

私

絨
建
設

に

も

国
家
の

種

種

な

指
導
援
助
が

行
わ

れ

た
｡

そ
の

最
初
の

､

又

最
も

著
し

い

例
は

日

本
鋳
造
禽
社
の

場
合
で

あ

る
､

-
官
有

土

地

家
屋
の

無
賃
貸
付

､

民
有
土

地

家
屋
に

封

す
る

乱

用

土

地

買

上

規
則
の

適
用
(

こ

れ

は

明

治
二

十

年
の

私

設

鋳
造
保
例
に

ょ

つ

て
一

般
化

せ

ら

れ
弁

じ
､

地

租

免

除
､

建
設
工

事
の

政

府
委

託
､

.
園

鋳
技

術

者
の

借
受

､

車
輌
修
繕
の

国
鏡
委

託
､

保

線
監
督
及
び

蓬

韓
の

国
絨
委

託

等
(

日

本
鋳
造
が

営
業
上

自
立

し

た

の

は

明

治
二

十

年
の

て

と

で

あ

る
)

｡

雨

毛
､

水

戸
､

甲
武

､

山

陽
の

諸
鋳
造
も

ま

た

建
設
を

囲

鋳
に

委

託

し
､

そ

の

他
､

鋳
造
合
祀
の

多

く
は

囲
鋳
技

術

者
を

招

碑
し

た
｡

そ

し

て

か

よ

う

な

技

術

面
に

お

け
る

国
銭
の

指
導
的
地

位
に

加

え

て
､

補

助
金
の

下

付
､

認
免

檀
､

監
督
権
の

掌
握

､

こ

れ

と

絡
ん
で

過
撒
国
鋳
官
僚
の

私

繊
へ

の

天

下
り

就

職
等
の

職
権
上

ま

た

は

奉
賛
上
の

勢
力
関
係

を

通

じ
て

国
簸
資
本
の

私

鋳
資
本
支

配

が

強

化

さ

れ
て

行
つ

た
こ

と
は

周
知
の

事

賓
で

あ

る
■｡

交
通

費
本
の

蓄
棟

β∂9



0
′
▲

U

て
〆

】

橋

論

叢

葬
二

十
七

巷

弟
四

浜

田

集
積
と

集
中

以

上
で

み

た

よ

う
な
こ

父

通

資
本
の

諸
蓄
積
契
桟
が

､

仝

饅
と

し

て

の

日

本
資
本
主

義
の

考
展
と

相
互

規
定

的
に

作
用

し

て

生

じ

た

結
果

(

註
)

は
.
六
二

真
の

表
に

よ

つ

て

綜
合

的
に

捉
え

う

る

だ

ら

う
｡

(

註
)

糾

さ

し

嘗
つ

て

切

わ

れ

わ

れ
の

関
心

は

産

業
資
本
の

樺

立

期
を

中

心
と

し
､

従
つ

て

弟

妄
ハ

世

界
大

戦
以

前
の

時

期
に

限

定
す
る

の

で

あ

る

が
､

た

だ

穀

倉

的

粗

餐
本
に

お

け
る

交

通

資
本
の

餐
展
の

形

を
一

層
は

つ

き

り

さ

せ

る

た

め

に
､

衆

表
で

は
そ

れ

以

後
の

数
字

を

添
え

た
｡

拘

明
治

初

期
に

つ

い

て

資
料

が
え

ら

れ
な
い

｡

何

選

ば

れ
た

年

衆
の

過

賞
さ

が

問
題
で

あ
る
｡

理

論

的
に

は
､

日

本
の

資
本
主

義

登
達
に

お

け
る

劃

期
年

次

を

と

る

べ

き
で

あ
ら

う
｡

例
え

ば
､

由
∵

治
二

十
三

年

(

弟
一

家

資
本
主

義

的

恐

嘩
ト

一

本
痕

的

蓄
蹟
の

完

r
〕

､

同
三

十

年

及

び

四

十

年

(

産
業

藍
本
の

確

立
)

､

大

正
七

､

八

年

(

鞠
占

資
本
主

義
の

成

熟
)

の

如

く
｡

し

か

し

資
本
の

蓄
積

蓮

琴
は

い

つ

で

も

戦

争
を

契

機
と

し

て

躍
進

し

て

お

る

の
一

で

戦
争

直

前
の

年
を

選

ん

だ
｡

川

本
真
の

合
計

数
字

は

社

食

的

粗

餐
本
を

正

確
に

は

示

さ

な
い

｡

と

く
に

食

紅

組

織
に

よ

ら

な
い

企

業
の

資
本
比

重
は

産

業
部
門
に

よ

つ

て

区

々

で

あ
る

が
､

そ

れ
が

含
ま

れ
て

い

な
い

｡

弼

電

信
電

話

に

し

て

も
､

こ

れ

だ

け
で

通

信

資
本
を

表
わ

さ

な
い

が
､

甘
い

年

衆

に

つ

い

て

ほ
不

明
｡

昭

和
一

二

年
の

通

信

事

業
特

別

食

計

貸

借

封

應

表
に

よ

る

と
､

自

己

資
本

及

び

借

入

資
本
合

計
は

一

､

二

六

六
､

三

九

三

千

囲
､

す
な

わ

ち

電

信

電

話

投

資
額
の

約

丁
三

倍
｡

何

資
本
金

と

し

て

困
各
企

業
以

外
は

借

入

草
本

を

含
ま

な
い
｡

甘
い

年

次

把

づ

い

て

は

不

明
の

放

で

あ
る
｡

昭

和
一

二

年
に

お

け

る

株

式

骨

祀

組

織
の

企

業
の

社

債
額

は

左
の

通
り

で

あ
る
｡

(

カ

ツ

コ

内
は

自
己

資
本

費
本
に

射

す
る

割

合
)

1
第
五

十
八

同

統
計

年

鑑
｡

水

産

業

ニ

ニ

､

八

五

〇
千

厩

(

一

丁
三

%
)

鍍
農

八

二
､

六
二

四

千

固
(

四
･

八

%
)

か
▼

ヲJ O

J

巨
.

転
卜

と
,

.ト
r



l
′

h
)

エ

菜

二

五

七

二

､

四
一

七

千

卸
(

一

四
･

三

%
)

餞

遺

業

四

五

〇
､

五

五

二

千

固
(

四

･

八

%
)

･

水

蓮

業

四

二

､

六

〇

〇
千

慮
(

六
･

八

%
)

自

動

車

菜

四
､

二

〇

〇

(

三

･

九

%
)

商
(

合
銀

有

美
)

業

二

-

二

五

七
､

二

二

三

千

固
(

二

四
･

大

%
)

･

(

注

意
)

即

時

期
は

年

末

又
は

年

度

末
現

在

阿

国
有

銭

遭

(

自

己

資
本
及
び

借
入

贅
本

1
固
銭

嗣
べ

)

及
び

電

信
電

話

(

電

信

電

話

事

業

投

資
額

果

計

-
遜

官

省
儲
)

以

外
は

第
十
田

岡
､

第
二

十
四

囲
､

第
三

十

四

同
､

発
四

十

同
､

第
五

十

八

同

日

本

帝
国

統
計
年

鑑

に

よ

る
｡

川

銭

遺

業

-
明

治
二

六

年

は

馬

車

鏡
遭

八

祀

(

八

六

六

千

固
)

を

含
む

｡

≡
ハ

年

は

馬

車

銭

道

二

大

敢

(

一

､

三

九
三

千

囲
)

､

人

草

鏡

遣

一

〇

赦

(

四

六
五

千

園
)

を

含
む

｡

川

水

運

業

-
昭

和

三
年

(

汽

舶

連
輸

菜
は
三

〇

四

食

紅
､

六
〇

九
､

二
二

四

千

固
)

以

外
は
.

汽

船
運

輸

業

と

そ

の

他
の

水

蓮

菓
と
の

直

別

ほ

示
さ

れ
て

い

な
い

｡

阿

国
銭

及
び

電

信

電

話

以

外
の

賓
本
金

は
､

明

治
二

六

年

は

沸

込

資
本
ま

た

は

出

贅
額

､

三

大

年

以

降
は

こ

れ
に

積
立

金

を

加

え
る
｡

三

六

年
の

資
本
金
年

平
均

増
加

庵
は

沸
込

資
本
ま

た

は

出

贅
額
の

み

に

つ

い

て

計

算
｡

阿

公

私

銭

遺

業

資
本
金

は

国
鉄

に

お

け

る

調

査

と

は
一

致
し

な
い

(

本

表
に

は

公

皆
銭

遭

を

含
ま

な
い

)
｡

次
表

に

現
わ

れ

た

顕

著
た

事

資
を

指
摘
す
る

と
､

ま

ず
､

胡

清
二

十

七

八

年
戦
争
の

前
年
に

お

い

て
､

資
本
比

重
が

流
通

部
門
(

四

五
･

四

威
じ

と

く
に

銀
行

業
(

三

二

三
空
と

鋳
造
業
(

困
私

合
せ

て

三

丁
二

召
と

で

歴
倒

的
地

位
を

占

め
る

｡

エ

業
(

一

一

･

大

空

を

主

要
部

分
と

す
る

生

産
部
門
は

極

め

て

低

位
で

あ

る

(

一

六

二
二

空

ご
㌫
状
態
は

､

日

本
に

お

け
る

産

業
資
本
確
立

期
の

末
期
に

近
い

≡
十

七

八

年
戦
争
の

前
年
に

な

つ

て

鴻

大

し

て

欒
つ

て

い

な

い
｡

銀
行

資
本
は

依
然
と

し

て

竣
群
の

比

重

を

示

し

(

三

九
･

六

空
､

こ

れ

を

含
め

た

流
通

部
門
(

四

五

唆
C

と

鋳
造
資
本
(

≡

二
〆

〇

と
で

七
六

二

%
を

示

す
｡

エ

葉
資
本
は

年
平

均
増
加

率
で

は

ー

一
⊥

ッ

ブ

に

立
つ

て

い

る

に

し

て

も
､

々

の
.
比
重

に

お

い

て

は

や

は
り
/

造
に

下

位
に

あ

る
(

三
空

｡

た
だ

こ

の

際
注

意
し

な

け

れ

ば

な

ら

な

朗

交
邁

資
本
の

蓋

繚
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郎

い

の

は
､

か

よ

う
.

な

工

業

資
本
比

重
の

低

位
を

そ

の

ま

ま

エ

業
生

産
の

低

位
と

し

て

解
し

て

は

た

ら
ぬ

こ

と
で

あ

る
｡

■
合
敵

組

轡
山

よ

ら

ぬ

無
数
の

小
企

業
生

産
者
は

こ

の

数
字
に

は

現

れ
て

い

た

い
｡

従
つ

て

又

そ

の

後
の

数
字
の

増
大
に

は
､

生

産
者

数
の

増
加

と

共
に

合
祀

粗
放
へ

の

編
成

呑
も

含
ま

れ
る

｡

と
･
こ

ろ

が

す
で

に

産
業
資
本
の

確
立

し

た

後
は

(

大
正

二

年

1
一

九
一

三

年
)

､

資
本
分
布
情
況
は

明

ら

か

に

撃
つ

て

い

る
｡

エ

業
資

本
(

二

〇
･

八

%
)

は

な

お

銀
行

業
(

二

三

二

%
)

及
び

鋳
造
業
(

三

〇
･

九

%
)

に

及

ぼ
な

い

け
れ

ど

も
､

工

業
を

も

含
め

た

全
生

産
部
門
は

､

鈍
化

し

た

絶
資
本
蓄
積
率
(

一

八
九

三

Ⅰ
一

九

〇
三

年
の

年
平

均
≡

七

に

封
し

一

九

〇
三

1
二
手
年
は

年
平

均
二

八
･

三

%
)

を

造
か

に

凌

ぐ
蓄
鎮

率
(

平

均

聖
ハ

･

四

%
)

を

示

し
､

増

加

率
の

著
し

く
低

下

し

た

銀
行

業
(

一

八
坂
じ

は

勿

論
､

鋳
造

業
(

三

九
･

二

%
)

よ

り

も

歩
速
を

早
め
た

｡

こ

れ

と

共
に

商
業
資
本
の

急
激
な

増

加

傾
向
(

四

八
･

七

%
)

が

注
意

を

び

く
｡

か

よ

う
な

数
字
の

推

.

移
に

琵
た

日

墓
所
の

構
造

欒
化
は

第

芸
大

警
琴
過

す
る
ナ

㌻
に

よ

つ

て

決

定
的
と

至

芸
､

こ

の

時
期
ま
で

↑
る

け
し

と
は

さ

し

営
つ

て

必

要
で

敵

い
｡

そ

こ

で

ゎ

れ

わ

れ
の

問
題
は

､

右
に

現

れ

た

よ

う

な

社
食
的
絶

本
に

お

け
る

交
通

資
本
の

遅

動
､

す
た

わ

ち

産
業
資
本
時
代
の

比

較
的

初

期
に

お

け

る

交
通

資
本
と

く
に

鋳
造

資
本
の

大
き

た

比

重

と
そ

の

漸
減
僚

向
の

理

由
を

明
ら

か

に

す
る

こ

と
で

あ

る
｡

こ

の

道

動
は

､

一

方

で

は

日

本
の

資
本
主

義
的
費
展
の

特
殊
構
造

に
､

他
方
で

は

交
通

資
本
白
煙
の

蓄
積
法
則
に

そ

の

動
因
が

求
め

ら

れ

敷

け
れ

ぼ

な

ら
な

い
｡

資
本
主

義
の

古
典
的
饅
展
に

お

い

て

は
､

産
業
革
命
は

交
通

革
命
に

先
行

す
る

｡

熱
病

的
な

生

産
速
度

･

遜
大
な

規
模

･

一

生

産

部
面

か

ら

他
の

生

憲
面
へ

の

資
本
群
及
び

労
働
者
群
の

絶
え

ざ

る

移
樽

･

新
た

に

豊
さ

れ

た

世

票
講
話

澤
-

こ

れ

ら

を

伴

う

㍊

交

通

資
本
の

蓄
較



一

橋

論

叢

第
二

十
七

春

希
四

凍

炉

6 4

大
工

業
の

生
産

棟
式
が

ま

ず
襲
達
し

て
､

然
る

の

ち

こ

れ

に

適
合
し

た

交
通

手

段
の

饅
係
が

生

み

出

さ

れ

た
｡

蓄
積
せ

ら

れ

た

産
巣

資
本

出3

の

内
部
か

ら

交
通

資
本
は

分
岐
自
立

し

た
の

で

あ
る

｡

日

本
の

場
合
は

そ

う
で

は

な

か

つ

た
｡

開
国
と

維
新
に

よ
つ

て
ゝ
し

の

国
が

置
か

れ

た

国
内
的
及
び

国
際
的
情
勢
は

､

市
場
的
要
請
に

尭
立
つ

て

近

代

的
商

船
隊
(

資
本
的

.
に

は

鋳
造
に

較
べ

て

造
に

小
さ

い

規
模
で

あ
つ

た

が
)

の

育
成
と

鋳
造
の

建
設

を

要
求

し

た
｡

そ

の

資
本
創
出
の

方
法
は

前
節
で

み

た

通
り

で

あ

る

が
､

し

か

も
こ

れ

と

同

時
に

蟄
足

し

た

日

本
産
業
の

近

代

化
の

一

面
が

た

お

在

来
産
菓
の

マ

ニ

ュ

フ

ァ

ク

チ
ュ

ア

化
に

お

い

て

進

行
し

､

従
つ

て

企

業
形

態
に

お

い

て

合
祀

粗

放

を

と

ら
ぬ

も
の

が

多
か

つ

た
の

に

勤

し
､

近

代

的
交
通

菓
で

は

そ

の

資
本
畢

位
の

規
模
よ

り

し

て

す
べ

て

最
初
か

ら

国
家

資
本
に

よ

る

か

合
祀
企
業
と

し

て

出

費
し

た

た
め

､

右
表
に

み

潅

よ

う
た
こ

父

漁

業
と

く
に

餞
道
莞
の

異
常
な

資
本
比

重
を

結
果
し

た
の

で

あ

る
｡

か

く

し

■

て

こ

の

よ

う

な

資
本
制
生

産
展
開
の

た

め
の

前
提

-
こ

れ
は

勿
論
交
通

制
度
だ

竹
で

た

く
､

新
貨
幣
制
度
や

銀
行

制
度
も

不
可

妖
で

あ

っ

た

1
の

確
立

は
､

交
通

畢
で

い

う

と
こ

ろ
の

潜
在

的
交
通
の

覚
醒
作
用

を

も

働
き

､

敢
府
の

殖
産
興
業
政

策
や

外
国

市
場
の

開
披
と

-

相

侯
つ

て

急
激
に

生

産
を

刺
戟
し

た
｡

日

本
で

は

交
通

革
命
と

生

産
革
命
と

は

並

行
し

て

進

ん

だ
.
の

で

あ

る
｡

か

く
て

明

治
十

年
代
の

後

年
か

ら
二

十

年
代
の

初
め

に

か

け
て

の

私

鉄
勃

興
は

､

も
は

や

市
場
要

請
と

無
関
係
改

も
の

と

し

て

み

る

こ

と

は

出

来
ず
(

投

機
的
要

素

は

も

と

よ

り

多

分
に

あ
つ

た
に

し
て

も
)

､

い

わ

ゆ

る

日

本

鋳
造
業
の

麒
倒
的
襲
展
も

一

部
β

論
者
が

強

調
す

る

ほ

ど

長
く
つ

づ

い

た

と

は

考
え

ら

れ

な
い

｡

そ

し
て

ど
の

先
進

資
本
主

義
園
の

蜃

史
で

も
み

ら

れ

る

と
こ

ろ

の
､

産
業
資
本
時
代
に

お

け
る

熱
狂

的
た

資
本
蓄
積

の

口

火
を

切
つ

た

鋳
造
マ

ニ

ヤ

を
､

日

本
も

右
の

時
期
に

最
初
の

経

験
と

し

て

(

第
二

次
の

そ

れ

は

稽
小

規
模
に

明

治
二

十

七

八

年
戦
争

直

後
に

起
つ

た
)

も
■
っ

た

の

で

あ

る
｡

融
合
的
放
資
本
の

蓄
積
に

お

け

る

交
通

資
本
砂

先
駆

性

-
こ

れ
は

単
に

日

本
だ

け
で

な

く

世
界

資
本
主

義
に

お

く
れ
て

参
加

し

た

国

拉



ノ,′

で

は

多
か

れ

少
か

れ

共
通

的
で

あ

る

ー
は

､

産

業
資
本
の

確
立
と

共
に

潮
次

夫
わ

れ
て

ゆ

く
｡

勿

論
､

交
通

技

術
の

襲
達
と

交
通

制
度
の

整
備
は

､

一

方
で

そ

の

最
も

重

要
た

機
能
の

一

つ

と

し
て

商
品
の

流
通

期
間
を

短

縮
す
る

と

同

時
に

､

他
方

で

は
､

鉦
禽
約
分
業
虔
を

高
め

る

こ

と
に

よ
つ

て

商
品
流
直
の

量
し

距

離

⊆
土
返

隔
の

資
源

及

び

市

場
へ

の

接
解
に

ょ

り

I

.

-
･

を

璽
人

す
る

こ

と

に

よ

つ

て
､

交
通
業
自
慢
を

も

按
大
す
る

｡

そ

れ

は

丁

度
､

商

莞
資
本
と

商
業
労
働
力
が

､

交
通

機
関
費
達
の

周

.

じ

結
果
か

ら
生

ず
る

と
こ

ろ
の

､

商
品
形

態
で

流
通

過

程
の

内
部
に

滞
留
す
る

武
舎
的
資
本
部
分
の

増

大
か

ら
､

生

産
の

痍
大
と

共
に

､

A

詰
)

も

し

く
は

生

産
蹟
大
以
∴

上

に
､

増
加

す
る

と

同
じ

わ

け
で

あ
る

｡

(

託
〕

た

だ
､

商
業
と

交

通

業
と

は
､

そ

の

贅
本
の

有

機

的

構
成
と

資
本
に

お

け

準
固

定

部
分
の

比

重
の

相

速
か

ら
､

封

庶

由
で

あ
つ

て
､

商
品
の

生

産
流

通
の

増

大

に

併
つ

て

蟄

展
し

て

も
､

そ

の

発
展

速

度

は

具
つ

て

く
る

｡

右

表
に

も

そ

れ

が

現

れ
て

い

る
､

!
交

通

費
本
の

相

野

的

低
下

と

商

業
資
本
の

相

射

的

上

昇
｡

た
.
だ

､

交
通

業
と

く
に

鋳
造
葉
や

電
気
通

信
業
に

お
･
け
る

資

本
の

固
定
化

が

進
め

ぼ

進
む

ほ

ど
､

そ
の

生

産
力
の

み
な

ら

ず
生

産
力
の

弾
力
性

も

セ

ナ
ま

す
大
と
た

る

も
の

で

あ

る
｡

す
な
わ

ち
､

こ

れ

ら

に

お

い

て

は
､

技
術

的
必

要
か

ら
､

大
低
の

場
合

､

建
設

常
時
の

需

要

を

上

廻
る

規
模
を

も
つ

て

投
資
せ

ら

れ
､

し

か

も

常
に

時
間

的
に

か

季

節
的
に

か

い

わ

ゆ

る

亡
n
亡

邑
O

P

p

害
t

Ⅵ

の

存
在
は

不
可

避

で

あ
つ

て
､

従
つ

て
.
或
程

度
の

需
要
の

増
加
に

封
し

て

印
旛
出

来
る
｡

ま

た

若
干
の

技

術

的
改

良

-
例
え

ば

蓮
韓
速
度
の

増
大

や

異
周

波
使
用
に

よ

る

困

線
利
用

度
の

檜
大
の

如
音

-
に

よ

つ

て

資
本
の

新
し

い

固
定
を

全

く
行
わ

ず
し
て

需
要

増
加
を

受

容
で

き

る

場
合
が

(

儲
1
)

少

く
た
い

｡

そ

し
て

ザ

ッ

ク

ス

の

い

う

相

封

的
最
高
集
約
性
限
界

邑
m

缶

詰
I

n
t

e

邑
t

抑
t

∽

ヨ
P

巴

日
日

喜

に

到
達

し

た

と

き

で

も
､

比

較
的

-

∂

胡

教
皇
の

固
定
資
本
の

屈
加
に

よ

つ

て

生

産
を

壊
張
す
る

こ

と

が

で

き

る
｡

餞
道
は

そ

の

最

旦
著
し
い

例
で

雪
て

､

璽
蛋
本
の

帝
大

部

朗

交
通

費
本
の

蓄
頚
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分
を

占
め

る

軌
道
が

最
大
の

弾
力
性
を

む

ち
､

こ

の

繹
力
性
が

零
に

な

つ

た

と
告

､

つ

ま
り

線
路
泰
量
の

限
界
に

達
し

た
と

き

に

初

め
て

比

較
的
大

規

模
の

新
投
資
が

必

要
と

た

り
､

そ
こ

で

再
び

硯

賓
の

需
要
を

上

廻

る

生

産
力
を

も
つ

こ

と

と

な

る
｡

資
本
蓄
積
の

型

を

段

階

的
に

措
く

場
合

､

鍵
道
資
本
蓄
蹟
の

各
段
の

高
さ

と

幅
と

が

大
き

い

こ

と

が

特
徴
的
で

あ
る

｡

し

か

し

長
期
的
願
勢
と

し
て

は
､

交
通

資

本
は

い

つ

で

も

交
通

需
要
の

上

昇
曲
線
よ

り

鈍
い

曲
線
を

も
つ

て

檜

大

す
る
｡

(

こ

の

理

由
の

他
に

も
､

代

替
的
交
通

便
宜
が

え

ら

れ

た

･■
い

場
合
に

は

既
設

鋳
造
の

も
つ

自
然
的
猥
占

性
は

新
規
投

資
を

抑
止

す
る

こ

と

が

あ
り

､

ま

た

自
動
串
と
い

う

新
し

い

競
争

交
通

機
関
の

出

現

は

鋳
造
の

蟄
展

時
代
に

終
止

符
を

う
つ

た
｡

右
表

最
後
の

年
は

そ

の

影
響
が

日

本
で

も

す
で

に

現

れ
て

い

た

頃

で

あ

る
)

｡

他
の

交

■

通

校
閲
で

も
､

そ

れ

ぞ

れ
の

固
定
費
本
橋
成
の

相

違
に

應
じ
て

一

様
で

な
い

が
､

技

術

的
改

良
は

同

量
の

投

下

資
本
の

下
で

も
生

産
力
を

(

詰
2
)

(

話
3
)

高
め

る
｡

こ

れ
は

労
働
の

生

産

性
増

大
と

し

て
一

屏
は

つ

草
り

現

れ

る
｡

(

鼓
1
〕

諾
-

.

漕
メ

ロ
1

望
G

ぎ
旨
訂
邑
t

邑
i

臼

ぎ
ー

訂
･

巨

宗
旨

t

∽

ヨ
芽
口

E
:

〉

芦
}

巨
g

㌢
e

富

者
琵
邑
e

訂
①

}

B

竪
ロ

ー

盟

声

叩

3
一

●

ヽ

(

註
2
)

日

本
に

お

け
る

全

髄
と

し

て

の

交

通

螢

働
人
口

は

国

勢
調
査
の

結

果

に

よ

る

ほ

か

正

確
な

数
字

が

え

ら

れ

な
い

｡

従
つ

て

甘
い

時

期
に

つ

ぃ

∂J 6

て

は

不

明
で

あ
る

｡

♪

■去

大

正

九

年

(

一

九
二

〇
年
)

■

一

〇

四

蔦

人

昭

和
五

年

(

一

九
三

〇

年
)

一

二
ハ

昭

和

十
五

年

〔

一
九

四

〇

年
)

二
二

六

有

美
人
口

に

宙

け
る

%

三
･

九

一

三
･

九

四
･

二

土

方

成

美

二
職

業
別

人

口

の

変
造

を

通
じ

て

見
た

る

央

菓
問

題
+

〔

社

食

政

策
時

報
､

弟
一

〇

八

壊
)

は
､

大

正
九

年
の

国
勢

甲
査

中
の

椿

具
に

基

√

∵

く

..

一
′′亡
1
.

.
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U

よ.

い

て
､

そ

の

前

後

(

明

治

初

年

よ

り
)

の

有

業

人
口

を

推

算
し

て

い

る

が
､

少

く
と

も

交

通

螢

働
人
口

に

つ

い

て

は
､

交

通

手

段
･

交

通

螢

働
カ

･

交

通

量
の

関
係
に

お

け

る

特

殊

性
を

無

蔵
し

た

方

籠
静

的

誤

り

の

た

め

に
､

利

用
で

き

な
い

｡

コ

ー

リ

ン

･

ク

ラ

ー

ク

(

『

経
済
的

遊

歩
の

諸
條
件
』

､

金

囁

鍵
済
研

究
骨

謬
､

一

九

四

五

年
)

は
､

経
済
的

進

歩
の

最
も

重

要
な

随
伴

現

象
と

し

て
､

螢

働
人

口

の

農
業
か

ら

工

業
へ

の

､

更
に

工

業
か

ら

彼
の

い

わ

ゆ

る

第
三

次
生

産

(

商
業

､

連

取

業
､

通

信

菜
､

金

璽
兼

､

そ

の

他
)

へ

の

移

蓼
を

指
摘
し

､

そ

の

原
因

と

し

て

消

費
傾

向
の

攣
化
と

共

に

各

産

業
の

部
門
に

お

け
る

生

産

力
の

相

違
を

あ

げ

た
｡

し

か

し

前

証
で

遊
べ

た

よ

う
に

､

.
近

代

的
機

械
的

交

通

業
と

商
業
と

は
､

盤

産

力

上

昇
の

可

能

性
の

雛
で

根

本
的
に

違
う

｡

右

忙

示

し

た

各

十

年

間
に

お

け
る

交
通

費

働
人
口

の

比

重

の

停
滞
や

僅
か

な

増

加

を

同

年

間
に

み

た

輪
迭

真
の

■
檜

加

と

偲

合

す
る

な

ら

ば
､

こ
.

の

事
情
が

明

ら
か
･と
な
る

で

あ

ら
､

つ
｡

(

註
3
)

交

通

業

と

同
じ

理

由

で

初
め

大

き

な

比

重
を

示
し

て

い

た

銀

行

資
本

も
､

前
者
と

同
じ

よ

う

な

経
過
を

辿
つ

た
｡

し

か

し

銀

行

資
本
の

相

野

的
比

重

低

下
の

原

因
は

逢
う

｡

こ

の

場

合
､

層

用

制

度
が

確

立

す

れ

ば

す
る

ほ

ど
､

銀

行

は

産

業
資
本
の

供

輿
に

お

い

て

自

己

資
本
に

供

乾

す
る

必

要

が

な

く

な
■る

の

で

あ
る

｡

右

表
に

現

れ
て

い

る

よ

う

に
､

銀

行

贅
本
は

交

通

費
本
よ

り

も

早
く

そ
の

比

重
の

低
下

を

み

た
｡

し

か

し

こ

の

こ

と

は
､

.
勿

静
､

銀

行

資
本
の

産

業
支

配

力
の

強
化

と

代

無

圃
係
で

あ
る
｡

交
通
業
の

中
で

も
､

梅
遺

業
は

他
に

較
べ

て

景
気
欒
勤
の

影

響
を

受
け
る

こ

と
が

甚
し
い

｡

こ

れ
は

常
識
的
事
資
で

あ
る

｡

礪
占

慶
の

高
､

い

園
内

市
傷
を

封

象
と

し

(

こ

の

鮎
で

通

信
巣
は

雷
有

利
で

あ

る
)

､

且
つ

溝
市

場
の

過

年
が

食
物
に

較
べ

て

景
気
に

左

右
さ

れ

る

こ

と
の

少
な

い

族

客
に

よ

つ

て

占

め

ら

れ
て

い

る

鋳
造
業
と

封

砂

に

あ

る

の

が

海

空
兼

で

あ

る
｡

勿

論
､

海
運

資
本
も

経
臍
の

一

般
的

蟄
展
に

つ

れ

て

増

大
す
る

｡

そ

⊥
て

日

本
の

場
合
に

つ

い

て

み

た

場
合

､

別
の

横
合
に

詳

詮
し

た

よ

う
に

､

戦
争
と

く
に

戦
後
の

好

景

革

を

契
機
と

し

て

躍
進

的
た

梅
蓮

資
本
の

蓄
積
が

行
わ

れ

た
の

で

あ

る

が
､

そ
れ

に

し

て

も

そ
の

ぎ
時
と

し

て

後
退
を

含
む

-
不

規
則

●

■7

的
た

蓉
展
は
一､

他
の

交
通

蔑
で

は

み

ら

れ

な

い

と

こ

ろ

で

あ

る
｡

そ

し
て

わ

れ

わ

れ

が

さ

し

営
つ

で

問
題
と
し

て
■
い

る

時
期
(

明

治

年

朗

･岬

ず

邁

教
本
あ

蓄
積
.

..
も

拳
て



0
0

′

0

】

痛

論

叢

第
二

十
七

春

希
四

凍

水

運

禽
社
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(

梯
込
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本
金
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び
ー
二

七

年
よ

リ

ー
璃
立

金
)

(

単
位
千

国
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合

祀

数
･

沸

込

資
本
金

及

葎
立

金

-
総
計
年

鑑

日

本

郵
船

･

大

阪

商
舶

-
各

社
五

十

年

史

東

洋

汽

船
･

日

清
汽

舶

1
各

敢

調

l
- ヽ

b 〉

3上∂



代
)

に

お

い

て

は
､

海
道

資
本
の

蓄
積
は

主

と
し

て

日

本
郵
放
と

大
阪
商

般
の

増
資
と

集
積
(

日

本
郵
船
の

如
き

は

ヱ

の

年
代
の

末

期
で

積
立

金

-
二

七

育

苗
囲

-
が

彿
込

資
本
金

-
二

二

号
軍
国
-
1
を

凌
い

で

い

ス

こ

に

よ

つ

て
､

ま

た

後
に

は

こ

れ

に

加
え

て

東
洋

賠
と
日

清
汽
船
の

設

立

に

よ

つ

て

わ

れ

た
｡

そ

の

こ

と

は

右
表

に

よ

つ

て

明

瞭
で

あ

る
｡

国
家
の

補
助
に

依
存
す

る

1
尤
も
そ

の

程

度
は

各
社
に

よ

つ

て

違
う

が

ー
受

命
合
祀

､

い

わ

ゆ

る

祀

糖
資
本
の

歴
倒
的
比

重

並
び

に

互

大
な

規
模
と

､

こ

れ

と

封

照

的
な

祀

外

粒
合
祀
の

平

均
資
本
金
の

接

小

ミ
こ

れ

が

こ

の

年
代
を

通

じ
て

の

日

本
海
蓮
の

一

特
色
で

(

註
1
)

ぁ
っ

た
｡

し

か

し

後
者
の

平

均
数
字
は

､

賓
は

異
相
を

語
ら

な
い

｡

何
故
た

ら
､

右
表
の

港
蓬

資
本
は

合
祀

資
本
と

し
て

の

そ

れ
で

あ
つ

6 9

明 治 44 年 ( 19 1 1) 未 現在 主 要船 主所 有船舶故

噸 薮1
拇

∴
文 名

､
隻 数 絶 境 数 比 率

( % )

日 本 郵 船】 ;;三訓 3 1 ･8

7 7
,
1 1 4

2 7
,
3 9 8

計 F 1 9 9 5 4 1
,
5 2 6 3 9

,
6

l

1 0 3 8
,
8 3 6

1 5 3 6
,
3 2 9

1 5 3 2
,
4 7 9

三 弗 物 産 2 7
ノ
3 1

,
6 9 7

緒 明 宝 造 14 2 1
,
9 5 1

フ板 谷 合 名 6 1 9
,
2 9 7

京 洛 仁 三 郎 7 1 7
,
8 6 7

岡 崎 汽 船 8 1 6
,
9 3 0

岸 本 乗 太 郎 5 1 4
,
6 2 9

≡ 菱 合 資 3 0 1 4
,
2 6 3

八 馬 永 臓
.

6 1 3
,
5 2 9

日 本 商 船
_
- 4 1 0

,
4 41

山 本 藤 助 4 ⊥ 1 0
,
0 9 9

計 い51 l 2 7 8
,
3 4 ち 1 20 ･2

1;呂3呂芸芸孟‡
2 58

,
0 6 5

･

一
一

1 5 .9般 圭数 5 0 2 4 9

絶 計 (其飽共) l l
,
85 4 】1

,
3 7 5

,
0 8 3 い00

･
0

敬川 鎮夫､ 海 運 興 国史 ､ p .
3 6 0 - 2 よ り ､

但 ヽ 絶 計 は 絶計 年 鑑 に よ る
｡

且王9

交

邁

資
本
の

蓄

革



▲

一

■
′

野

07

一

橋

論

叢

第
一

一

十
七

春

希
四

凍

〆

て
､

し

か

旦
一

十

七

八

年
戦
争
後
か

ら

漸
次

蟄
展
し
て

行
つ

た

日

本

不

定
期

船
菜
の

有
力
者
の

多

く

は
､

三

井

物
産

や

三

菱
商
事
の

よ

う

が3

に

海
運

合
祀
と

し
て

猫
立
し

て

い

な
い

か
､

も

し

く

は

個
人
企

発
と

し

て

経

営
せ

ら
れ

､

従
つ

て

右
の

数
字
に

は

含
ま

れ

て

い

な
い

か

ら

ー

(

鞋
2
)

ヤ

ぁ

る
｡

食
紅
組
織
の

も
の

は

む

し

ろ

地

方

哲
芹

輸

途
に

徒
事

す
る

小

蒸
汽

船
経
営
が

多
か

つ

た
｡

常
時
の

海
道

糞
に

恐

け
る

集
積
の

資

態
は

､

む

し

ろ

間

接
的
な

が

ら
､

所

有

船
腹

鼓
に

よ

つ

て

表
さ

れ

る
｡

郵
商
二

祀
で

三
一

･

■
八

%
､

祀
般
四

祀
で

約
四

割
､

こ

れ
を

含
め

た

十

七

祀
で

約
六

割
､

こ

れ

が

集
中

情
況
で

あ

る
｡

(

毘
1
)

こ

の

年

埼

敷
の

出
し

方
は

､

赦
舶

各

社

調
に

よ

る

沸

込

資
本
金

及

穣
立

金

を

統
計

年

鑑
掲

出
の

水

蓮

食

紅

沸
込

資
本
金

及

積
立

金

合

計

よ

り

拉
除

し
､

そ
の

痍
額
を

統
計

年

鑑

掲
出
の

水

蓮

食

紅

数
よ

り

鮭

舶

敦
を

軽

除
し

た

も
の

で

割
つ

た
｡

も
し

敵

船

各

敗

訴
に

よ

る

資
本
額

が

国

政

分

と

し

て

粧
計

年

鍵

に

計

上

さ

れ
て

い

る

も
の

と

相

違

す

れ

ば
､

昔
年

平
均

数
も

襲
つ

て

く
る

｡

(

鼓
2
)

畝

州

鎮
夫

､

海
運

興

国
史

､

一

九
二

七

年
､

三
+

ハ

ニ

貢

参

照
｡

右
の

集
中
と

は
､

個
別

資
本
へ

の

生

産
手

段
の

集
積
を

い

い
､

資
本
蓄
積
の

方

建
と

し
て

の

本
来
の

意
味
に

お
い

て

で

は

な
い

｡

こ

の

意

味
で

の

集
中

は
､

日

本
郵
船
と

大

阪

商
船
の

成
立
が

最
大
の

事
例
で

あ
り

､

後
れ
て

は

明

治
四

十

年
(

一

九

〇
七

年
)

三

月

に

設

立

さ

れ

た

日

清
汽
船
(

資
本
金

八
一

〇

萬
囲

､

揚
子

江

航
蓮
で

寮
零

し

て

い

た

大
東
汽
船

､

湖
南
汽
船

､

日

本
郵
船

､

大
阪

商
船
の

軽

螢
藤
二

､

祀
給
費
本
の

支

配
権
確
立
が

そ

の

本
饅
で

あ

る
)

が

目

立
つ

だ

け
で

あ

る
｡

鋳
造
業
も

勿

論
同
じ

ょ

う
に

戦
争

や

景
気
の

欒
動
に
■
よ

つ

て

資
本
蓄
積
に

作
用
さ

れ

る
｡

た

だ
､

鋳
造
業
は

そ
の

技
術

的
特
性
や

輸
送

封

象
の

相

違
か

ら

戦
争
の

直
接
的
影
響
の

う

け
方
を

涛
蓬

業
と

異
に

し
､

且
つ

層
豪
資
本
と

私

的
贅
本
と
で

蓄
積
規
定
保
件

が

硝
違
う

鮎

で
､

海
道

葉
と

同
一

の

歩
調
で

ほ

進
ん
で

は

い

な
い
｡

′ヽ
･㌧
卜

.∵
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明
治

孟
年

貢
年

忌
年

天
年

元
年

官

裁
邁
資
本
及

び
設
備

資

本

金
(

千
国
)

開

業

線

路
(

料
)

線

一
私

織

肌

羞
､

五
=

岩

三

九

､

四

二

三

四

ニ

､

大

空

四

五

､

(
一

大

至
､

七

大

四

芙
､

ニ

重

宝
､

茜
丘

(

○
､

ニ

九

〇

究
､

ニ

ラ
ハ

三
〇

､

〇

三

蓋
年

貢
年

一

義

年
天
年

一

四
日

､

完
五

一
大

｢

三
大

一

大

九
､

重
大

一

宏
､

一
四

(

ニ

大

｢
大

〇

七

天
｢

‖

芸
二

三

〇

六
､

〇

六
一

三

完
､

芙
三

計
九
三

､

(

〇

五

一

〇

二

､

五

六

(

三
ニ

､

九

五

一

一

望
､

ロ

四

四

二

〓
､

=

芸
九

官

臨
二

私

繊

計

(

(

六

(

九

心

空
云

九

五

五

｢
〇
一

心

柑

岩
大

､

○

竺

甲
四

一
｢

(

九

(

四
=

芸
､

空
包

柏

六
大

､

九

〓

一

､

九

月

四

エ

､

三
田

ニ

､

蓋
二

ニ

､

四

大

五

ニ

､

二

三

ユ

､

ニ

○

ニ

ニ

､

四
七

申

ニ

､

岩
田

ニ

､

(

九
七

四
､

(

四

五

五
､

〔

豆
臼

玉
､

一

九

五

五
､

ニ

美

三
､

○

〓

三
､

首

一

一｢
四

完

呈
､

大

玉

(

三
､

九
一

四

大
､

(
一

九

七
､

三
(

七
､

玉

田

七

乍
大

九

一

磯

踊

官
繰

三
三

苗
ニ

ー

宏

一

空
ス
三

革

数

私

鏡

宏
H

車

教

臼

玉

三

重
三

五

五

二

莞
四

ス
五

ニ

〓

ユ

七

三

三
五
一

四
二

九

九

七

四

｢
〇

三

｢
〇

九

三

｢

三
三

宮

阪
･
空
石

火

四

七

大

タ
ハ

七

〇

五

七

九

大

私

一

､

善
玉

｢

望
三

一

､

玉

出

九

｢
六

大
大

七

三

九

(

○

朽

九

宍

一

､

ニ

天

｢

望
五

呈
､

五

三

七

三

､

大

ニ

(

三
､

大

空
ハ

三
､

歪
ニ

商

線

｢
‖

芸
三

一

､

(

空

ニ

､

一

三

ニ

､

二

三
五

ニ

､

三

二

(

私

銭

ニ
､

(

完

三
､

日

大

五

四
､

一

石
一

五
､

二

五

六

大
､

宍
ニ

五

､

大

田

四

大

､

ゴ

三
二

セ
ロ
一

(

(

､

三
貢

三
､

(

六
一

芸
､

四

四

九

忘
､

喜

岩

ス
､

九

望

資
本
金

-
戴

道

経
済
資
料

､

貨
､

九
七

二

京
､

国

中

薦
､

､

●

第
二

窮
､

二

二

二

京

及

び

三
一

四

貫
､

飽

は

日

本
銭

遭

史
､

上

一

七

八

-
九

某

及
び

二

六

四

文

(

但
､

哩

鏡
を

粁
に

換
算
〕

右
表

に

つ

い

て

気
付
く
の

は
､

戦
時
に

鋳
潰

資
本
並
び

に

設

備
は

檜

加
し
て

い

る

け

れ

ど

も
､

そ

の

増
加
は

特
に

戦
争
に

よ
つ

て

促
進

さ

れ
て

い

な
い

こ

と
､

た
だ

貸
串
の

増
加

振
り
の

み

が

目

立
つ

て

い

る

こ

と

(

尤
も

､

客
単
に

封

す
る

賃
率
の

増

加
率
の

大
な

る

こ

と
は

/

戦
時
に

限
ら
ぬ

一

股
的
傾
向
で

は

あ

る
)

､

仝

餞
と

し
て

二

十

七

八
年

戦
争
の

場
合
の

方

が

次
の

戦
争
に

お

け

る

L

り

蟄
達

が

前

著
で

あ

る

こ
■
と
)

程
度
の

差
は

あ

る

が

海
運

糞
で

も

同
じ

硯

桑
が

見
ら

れ
+

日

本
資
本
主

義
蟄
達
史
に

お

け

る
一

の

興

味
感
る

問

題
を

捷
供
す
る
)

､

J

7 1

而
し
て

官
設

錬
道
と

私
設

鋳
造
と

が

そ
の

資
本
金

､

線
路
延

長
及
び

事
柄
の

増
加
に

お

い

て

両

戦
争
の

場
合
に

逆
の

傾

向
を

示
し

て

い

る

詔

-

■.

交
歳

費
本
の

蓄
額

√



一

橋
静

養

夢
二

十
七

魯

弟
四

境
■

7 2

ト
+

と

等
で

あ

る
｡

い

ま
こ

れ

ら
の

詳
細
た

究
明

は

避
け
て

､

次
の

こ

と
だ

け
を

指
摘
す
る

に

と

ど

め

よ

う
｡

わ

れ

わ

れ
の

考
察
し

て

い

る

時
期
の

日

本
の

鋳
造
は

､

直
接
に

戦
争
の

要
求
に

よ

る

よ

り

も
､

官
設

鋳
造
で

は

国
家
の

財

政
状

態
に

よ

3 β君

私

設
鼓

蓮
見
許
教
及

び

開
業
粁
程

明
治

ノヽ + ゴ フヽ 五 匹‡

.
三 ニ ーー ⊂ ⊃ カ J ′ヽ + ゴ ブ く 二五

年年年年 年年年年年 年年年年年

折
た

骨四 ヨ£ 四 三 二 三 三三 ⊂⊃ プ く ニ ニ

同
上

昏
祉

の

資
本
金

(

千

国
)

こ

(

四

〇

六
､

大

一
〇

一

〇
､

大

夫

一
九

､

五

莞

二

田
､

七

大

○

言
､

望
五

一

(
､

二

四

〇

〓
､

五
二

五

二

王
､

;
○

ニ

望

.
= ニ ブし 二 三

ヽ ヽ ヽ

三 四 ブし 九

五 Eヨ 大･････
一

ニ ュ 三 _セニ 五

ヽ

〈 三三 三 _ 重夫莞空
⊂⊃ 五 ′山一一 -･･･-･ 一 三 四 玉

粁開

岸程業
ヽ

_ ′

⊂⊃ プ く 四 / ヽ ⊂⊃ ノヽ 五 五 九 四

･-
･ 一 / ヽ 大 + ま 四.セユ.= ニ ノヽ プレ

三 三 ニ ニ_ 七∋

ニ ュ こ こ 三 ⊂⊃

本
邦
鎖

遺
の

社
食

及
び

経

済
に

及
ぼ
せ

る

影
響

､

上

巻
､

四

六

-
八

貫

(

但

哩

銑

を

粁
に

換
算
)

り
､

叉

私
設

鋳
造
で

は
一

般
的
な

経
臍
界
の

情
況
に

よ

つ

て

そ
の

蟄
達
を

制
約

さ

れ

る

こ

と

が

強

か

つ

た
､ ｡

即
ち

二

十

七

八

年
戦
争
の

場
合
に

官
設

鋳
造
の

蟄

善
が

遅
滞

し

た
の

は
､

明

治
二

十
五

年
施
行
の

鋳
造
敷
設

法
を

基

礎
と

す
る

公

債
が

戦
争
勃
蟄
に

よ

る

尤
大
た

軍

事
公

債
に

壁
せ

ら

れ

て

予
定
通

り

募
集
し

得

ら

れ

ず
､

従
つ

て

建
設

資
金
の

挟
乏

を

来
し

た

か

ら
で

あ
る

｡

と
こ

ろ

が

三

十

′

七

八

年
戟
季
の

場
合
に

は
､

戦
争

中
の

公

債
募
集
難
は

前
と
同

様
で

あ
つ

た

に

し
て

も
､

戦
前
数
年
間
に

成
立

し

た

宜

顔
の

鋳
造
公

債

(

三

十

二

年
か

ら

三

十

六

年
に

至

る

募
債

叡

級
叡
約
五

､

〇

六
三

高
囲
)

に

よ

つ

て

潤

澤
な

資
金
が

用

(

註
)

意
せ

ら

れ
て

い

た
｡

(

証
)

詳
細
は

､

国

債
沿

革
略

､

第
二

巷
､

一

九
一

八

年
､

六
一

九

貫

以

下

蓼
展

｡

他
方

､

私
設

鋳

造
は

一

般
の

在

韓
的
費
展
と

完
全

に

歩
調
を

合
せ

て

進
ん
で

い

る
｡

明

治
二

十
三

年
の

恐

慌
は

二

十

五

年
末
ま
で

影
響
を

竣
し

(

同

年
の

鋳
造

､

免

許
合
祀
数
の

小
な

る

こ

と

を

見
よ
)

､

二

十
六

年

の

下

年
期
か

ら

始
ま
つ

た

好

景
気
は

同

年
に

お

け
る

鋳
造
免

許
食
紅

数
の

急
激
な

増
加
を

招

致
し

､

こ

れ

が

二

十

七

八

年
戦
争
で

一

頃
挫

､

せ

し

め

ら

れ
､

二

十

八

年
下

年
期
か

ら
三

十

年
に

か

け
て

の

未
曾
有
の

企

黄

熱
の

中
心

に

鋳
造
が

立
つ

た
｡

三

十
四

年
以

後
の

鋳
造
建
設

･

一

､

J

.

l J

ら
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計
量
上

そ
･
の

進

捗
の

著
し

い

停
滞
は

､

い

う

漣
で

も

な

く
三

十
三

年
末
か

ら

始
つ

た

恐

慌
と

沈
滞
の

反
映
で

あ
つ

て
､

三

十

大

年
に

お

け

る

景
気
の

快

復
は

又

直

ち
に

鋳
道
業
に

影
響
し

て

い

る

が
､

そ

れ

が

急
速
に

蟄
達

す
る

た

め

に

は

戦
後
の

急

激
な

資
本
蓄
積
期
を

待
た

ね

ぼ

な

ら

な

か

つ

た
｡

し

か

も

そ
の

時
に

は

鋳
造
固
有
が

断
行
せ

ら

れ

た

か

ら
､

私

鏡
は

暫
時
大
規

模
の

投

資
封

象

た
る

こ

と
を

や

め

た
の

で

あ

る
.｡

資
本
蓄
積
の
.
契

機
は

た
だ

に

国
内
駒
な

も
の

だ

け
で

は

な
い
｡

交
通

部
門

､

な

か

で

も

鋳
造
業
は

国
際

資
本
主

義
の

最
も

魅
力
あ
る

獲

物
の

一

つ

で

あ

る
｡

先
進
資
本
主

義
園
が

織
道
を

封

象
と

し

て

行
う

資
本
輸

出
の

意

義
は

､

日

本
と
の

関
係
に

お

け

る

イ

ギ

リ

ス

の

例
に

っ

い

て

別
の

横
合
に

明

ら
か

に

し

た

と
こ

ろ
で

あ

る

が
､

日

本
の

民
間
企

業
へ

の

外
資
導
入

r
･

そ

れ

竺
二

十

七

八

年
戦
争
の

勝
利
に

よ

っ

て

よ

う
や

く
国
際
信
用
を

輿
え

ら

れ

る

に

至
つ

た

の

で

あ

る

ー
は

こ

の

年
付
で

は

や
は

り

鋳
造
を

主

な

封

象
と

し

た
､

1
三

十

八

年
末
関
西

鋳
造
祀

債
(

九

七

六

萬
囲
)

､

三

十
九

年
初

北

海
道
衆
臆
汽

船
社
債

(

同

頻
)

､

四

〇

1
四

四

年
四

同
に

亘

る

満
鏡
祀
債
(

一

三
､

六

大

八

萬
囲
)

｡

鋳
道
以

外

竺
二

件
､

そ

の

漁
蔚
は

錬
道
の

そ

れ
の

一

五

%
に

過

ぎ

な
い

｡

そ

し
て

こ

れ

ら
三

銭
道
の

外

債
は

何
れ

も
(

前

二

者
は

買
収

の

結

果
と

し

て
)

国
家
に

よ

つ

て

眉
代

り

せ

ら

れ

た
｡

満
城
の

湯
合
は

そ

の

代

償
と

し
て

政

府
は

臥

祀
の

株
式
を

取

得
し

た

の

で

あ

る

が
､

そ

れ

は

こ

の

企

業
の

園
豪
資
本
的
性

格
を

露

呈

し
た

横
合
の

一

つ

に

過

ぎ

な

い
｡

注
意

す
べ

き

は
､

日

本
の

大

陸
侵
略
の

先
駆
と

し
て

国
内

安
本
主

義
の

十

分
な

展
開
を

ま

た

ず
し

て

早
く
か

ら

逆
に

鋳
造
資
本
輸
出

が

行
わ

れ

牢
こ

と
.で

あ

る
､

i
明

治
二

十

七

年
八

月
の

日

韓
暫
定
合
同

保
款
に

基

く

京

仁
･

京
釜

南

鋳
造
の

設
立

(

後
者
に

は

敦

府
補

助
金
が

輿
え

ら

れ

た
)

｡

た

お

地
方

自
治

鰻

(

註
)

の

鋳
造
事

業
へ

の

外

国
資
本
の

流
入

も
四

十

年

代
か

ら

始
つ

た
｡

(

鞋
)

洪

純

及

び

モ

ー

ル

ト

ン

､

日

本
財

政

経

済
静

､

一

九
三

一

年
､

附
銀

､

六

-
七

参
照

っ

交

通

費
本
の

蓄
疎

/

､

囁

ヲ2 3
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■

庸

一

痛

論

叢

弟
二

十
七

巷

第
四

境

さ

て

三

九

1
四

〇

年
あ

私

織
買

収

は
､

日

本
史
上

最
大
の

資
本
集
中

-
法
的
強

制
を

通

じ
て

の

i
で

あ

る

が
､

自
主

的
な

集
中

は

そ

れ
叱

り

十

年
前

､

す
た

わ

ち

右
に

み

た
二

十

七

八

年
戦

争
直

後
の

鋳
造
マ

ニ

ヤ

と

時
を

同
じ

う

し

て

小

規
模
に

進

行

し
っ

つ

あ
つ

た
｡

こ

の
.
園
に

お

け
る

最
初
の

鋳
造
開
設
か

ら

四

年
世
紀
後
で

あ

る
｡

織
道
合
併
の

歴

史
は

左
の

通

り
｡

(

カ

ブ

コ

内

は

雪
見

収

録

遣
)

｡

3 β壬

明

治
二

十
二

年

二

十

五

年

三

十

年

三

十
二

年

三

十
二

年

≡

十
三

年

三

十

四

年

三

十

五

年

三

十

六

年

三

十

七

年

四

十

年

′-

･

四

十
一

年

北

海
道
米
醸
〔

幌
内

-
官
線
〕

日

本

〔

水

戸
〕

日

本
〔

爾

毛
〕

関
西
〔

浪
速
〕

･

阪
鶴

〔

棟
津
〕

･

奈
良

〔

初

瀬
〕

九

州

〔

筑
豊
〕

･

囲
鋳
〔

釧
路
･

-

営
業
せ

ず
〕

南
海
〔

阪
堺
〕

･

九

州

〔

伊

萬
里
〕

.

河

南
〔

河

陽
〕

伊

壕

〔

道
後

･

南
濠
〕

･

圃
西
〔

大
阪
〕

一

九

州

〔

豊
州
〕

･

水

戸

〔

太

田
〕

九

州
〔

唐
津
〕

山

陽

〔

播
但
〕

関
西

〔

紀
和

･

奈
良

･

甫
和
〕

･

山

陽
〔

讃
妓
〕

伊

豆

〔

豆

相
〕

･

高
野

山
登
山

〔

高
野
〕

大
日

本
軌
道
〔

熱
海

･

熊
本
軽
便

･

静
岡
･

伊

勢
軽
便

･

廣
島
軌
道

･

濱
稔
･

信
車

軌
迫
･

山
口

軌
道
の

合
併
.
新

設
〕

勺 ト

よ
一

㌧

.∴
J
r

,
l

叶

ヾ

..
†
l

′ト

〓
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感

一
国

十

二

年

商
梅
〔

浪
速
電
車
軌
道
〕

'

右
に

お

い

て

闊
西

･

九

州
の

二

鋳
造
の

蓄
接
が

集
中
を

強
い

横
棒
と

し
て

い

る

の

に

封
し

､

国

有
化

以

前
最
大
の

私

鋳
で

あ
つ

た

日

本

明

治
三

十
∧

年

度
末
私

設
裁

蓮

針

道

名

丁

叩
･

軸

線

【

資

本

金

■
.

■
√

⊥

■

■
.…

.

一.

.1■
.

…

..■

,

■

%

一
棟
込
及

積
立

金
■

%

日

本

鋳

造

一

三
六
四

九

州

戴

道

山

陽

鋳

造

醐

開

所

鏡

道

北
洛
道
炭
礪
域

道

北

海

道

域

道

そ
の

他
(

三
一

〕

計

空
(

大

雪
一

四

三
三

三

四

二

七

口

一
､

甲

元

勇
一

田三九大五

必

出

五
､

二

三

一

喜

五

三
､

ニ

○

(

吾
､

宍
三

三

｢
(

至

言
､

‖

芸
二

一

(
､

九

至

大
､

空
ニ

〇

四

五
､

天
心

≡
三

､

元
日

二外心央二

田

五

一

口

○

本

邦
城

道
の

敢

骨

及

経

済
に

及
ぼ

せ

る

影
響

､

中

巻
､

四

′

′
九

5
五

一

斉
に

ょ

り

算
出

(

但
､

嘩
鏡
は

粁

に

換
算
)

鋳
造
が

む

し

ろ

増
資
に

ょ

つ

て

痍
大
し
て

行
つ

た

の

が

封
照

的
で

あ

る
｡

而

し

て

国
有

化

直
前
に

お

け

る

各

鋳
造
の

集
積
比

重
は

上
の

通

り

で

あ

る
｡

国
錬
と
共
に

将
来
の

幹
線
を

形

成

す
べ

き

日

本
･

九

州
･

山

陽
･

関

西
の

勒
鋳
造
で

開

業
粁
程
の

六

二

巧
資
本
金
の

四

七

%
(

爾
比

率
の

喰

違
い

は

そ

の

他
の

鋳
造
の

建
設

費
の

割
高
を

示

す
)

を

店

似
る

､

-

-
そ

し

て

右
の

う

ち

九

州

山

陽
の

二

大
鋳
造
を

三

菱
が

大

株
主

と

し
て

支

配
し

て

い

た
こ

と

に

注

意
｡

そ

の

他
の

鋳
造
は

､

北

緯
道

淡
味
鋳
造

及
び

北

海
道
鋳
造
を

除
く
と

､

大
抵
は

一

〇

〇

粁
以

下

(

最
大
は

北

越

鋳
造
打

〓
二

七

粁
)

､

平

均
四

六

粁
と
い

う

小

規
模
で

あ

つ

た
｡

か

よ

ぅ

骨

小

企

業
が

よ

く

存
立

し

う

る

の

ほ
､

い

う

ま
で

も

な

ぐ

交
通

用

役
と
い

う

商
品
の

蓬

搬
不

可

能
性

､

い

い

か

え

る

と

生

産
場
所

と

癒

着
し

た

交
通

市
場
の

隔
離

性
に

保

障
せ

ら

れ

る

地

域
的
猫
占

性
に

困
る

｡

五

千

萬
圃
の

資
本
と

千

粁
以

上
の

開
業
線
(

生

産

能
力
)

を

擁

す

る

日

本
観
道
も

､

僅
か

六

寓
五

千

囲
の

資
本
金

と
四

･

五

粁
の

線
路
を

も
つ

て

経

常
す

る

龍
ヶ

崎

織
道
(

三

十

八
年

度
末

現

在
で

最
小

の

鋳
造
)

を

競
争
に

ょ

つ

て

脅

か

す
こ

と

が

で

き

な
い

｡

こ

の

競
季
の

可

能
性
は

鋳
造
で

峠
共

通
の

族

客
並

び

に

貨
物
資
源
を

も
つ
.
近

接

交
通

資
本
の

蓄
昏

一

■
.
一､う
.

3 βき
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】

橋

静

叢

■
第
±

十
七

魯

弟
四

蚊
､

一ヽ
′

地

域
に

お

い

て

の

み

存
在

す
る

｡

そ

し

て

か

よ

う

な

可

能

性
は

､

従
つ

て

空

た

集
中
へ

の

動
因

…
尤
も

､

集
中
は

競
争
を

媒
介
と

し
て

だ

け
で

な

く
､

蓮

輸
上
の

連
絡
網
係
が

あ
る

嶽
合
に

直
通

軽
韓
の

利
益
と

絶
係

費
の

節
約
と
の

見
地

か

ら
も

成
立
し

う

る

ー
は

､

大
規

模
な

も
の

と

t
て

は

す
で

に

三

九

-
四

〇
年
の

固

有
化

に

よ

つ

て

解
治
せ

し
め

ら

れ
て

し

ま
つ

た
｡

こ

れ
よ

り

十

年
経
つ

て

(

大
甫
〓
ハ

年

-
一

九
一

五

年
)

再
び

始
つ

た

繊
道
の

集
中

連

動
は

小

規
模
局
所

的
な

も
の

に

過

ぎ

た

い
｡

3 βぎ
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