
70
｢
⊥

叶

紳

-

に

推
計
の

段
階
に

至
つ

て

は

決
し

て
一

義
的
な
る

明
確
さ

を

従
来
看
た

さ

れ
て

ほ

ゐ

な
か
つ

た
｡

著
者
の

推

計
重
硯
ほ

或
る

意
味
で

此
の

操
作
理

論

の

展
開
を

行
つ

た

も
の

と

見
ら

れ
る
こ

と

言
ふ

ま
で

も
な
い

が
､

統
計
的

研
究
の

表
現
せ

ん

と

す
る

一

定
の

意
味
が

如
何
な
る

論
理

的
プ

ロ

セ

ス

を

以
て

各
オ

の

統
計
方
法
を

通
じ

て

表
現
さ

れ
よ

う

と

す
る

か

と
い

ふ

緯
計

の

表
現
性
そ
の

も
の

1

見
地
か

ら
､

こ

の

操
作
理

論
と

大

数
法
則
的
な
る

も
の

と

の

闘
聯
を

把
捉
す
る

努
力
は

､

必
ず
し

も
本
喜
の

申
に

鮭
釆
的
に

ヽ

展

開
さ

れ
て

は

居
な
い

｡

よ

り

卒
直
に

言
ふ

な
ら

ば
､

統
計
集
圃
の

集

圏
性
は

大
数
法
則
と
の

開
聯
に

於
て

充
分
に

吟
味
さ

れ
て

は

ゐ
る

け
れ
ど

も
､

其
の

意
味

統
一

絶
と

し
て

の

側
面
は

充
分
に

顧
み
ら

れ
て

ゐ

な
い

と

云
へ

よ

う
｡

今
日

特
に

経
済
諸
現

象
の

計
董
的

数
量
的
把
握
が

強
く
要

請
さ

れ
つ

ゝ

あ
る

と

き
､

統
計
単
に

課
さ

れ
た

る

任
務
は

窓
モ

重
且
つ

大
で

あ
る

｡

そ

こ

に

は

国
家
資
力
乃
至

国
民
所
得
の

計
量
や

､

物
偵
攣
動
の

測
定
や

､

或

は

国
民
滑
費
力
の

推
定
等

､

極
め

て

高
次
の

統
計
的

表
現
さ
へ

求
め

ら

れ

一
汁

め

に

も
､

敏
く
べ

か

ら

ぎ
る

肝
要
事
で

は

な
か

ら

う
か

｡

斯
く
い

ふ

と

き

聾
者
の

遅
鈍
な
る

隅
裡
に

は
ワ

ー

ゲ
マ

ン

の

所
謂
道
化
鏡
の

想
念
が

全
統

計
学
的

離
力
を

以
て

寄
せ

返
し
て

ゐ

る
｡

以
上

は

む
し

ろ

本
書
の

紹
介
に

事

寄
せ

て

筆
者
の

猿
り
よ

が

勺
の

望
萄

を

陳
べ

た

に

過
ぎ
な
い

が
､

.
本
吉
の

も
つ

良
き
意
味
で

の

茸
躊
的
債
値
の

高
さ
は

斯
か

る

主

閤
的
批
評
に

よ
つ

て

は

寸

葦
も

損
は

れ
は

し

な
い

で

あ

ら

う
｡

唯
平

素
著
者
よ

り

賜
ほ

り
つ

1

あ
る

嬰
恩
に

狩
れ
て

葛

藤
不

遜
な

る

書
評
を

敢
へ

て

し

た
こ

と

に

勤
し

て

は
､

伏
し
て

寛
恕

を
乞

ふ

の

み
で

あ
る

｡

(

昭

和
一

七

二
･

三

こ

永

田

清

書

『

財

政

学
の

展

開
』木

村

元

一

て

ゐ
る

｡

こ

れ
ら

は

執
れ
も
著
者
の

立

場
か

ら

は
一

應
理

論
的

推
算
の

問

題
と

し

て

虞
理

さ

れ
う
る

で

も
あ
ら

う
が

､

斯
か

る
甘

同

次
の

統
計
的
表

現
ヽ

を

も
含
め

た

る

統
計
方
法

一

般
の

グ

ル

ソ

ド

と

し

て

統
計
某
国
概
念
の

表

現
論
理

的
再
吟
味
を

な
す
こ

と

ほ
､

今
日

の

統
計
学
の

理

論
的

前
進
に

と

つ

て

も
､

文
具
捜
的
測
定
結
果
の

正

確
さ

の

限
界
を

開
か

な
ら

し

め

る

た

書

評

永
田
教
授
の

塁

間
的
粁
蓬
に
つ

い

て

は

い

ま

さ

ら

わ

れ
わ

れ
の

喋
々

を

要
せ

ぎ
る

と

こ

ろ

で

あ

る

が
､

本
書
は

筆
者
の

序
文
に

示

さ

れ
て

あ
る

如

く
､

昭
和

十
二

年
に

胃

現
代
財
政
畢
の

曙

箭
』

を

公
刊
し

て

以
東

､

教
賓

5 (～5



‖

0

爪

Ul

一

橋

静

賓

第
九

巻

解
五

扱

が
一

定
の

プ

ラ

ン

の

下

に
三

田
畢
昏
懇
話
及
び

経
済
畢
論
集
に

重
義
さ

れ

た

畢
術
論
文
十
三

篇
を

集
め

､

こ

れ
に

訂
正

補
筆
を

加
へ

て
一

巻
に

纏
め

ら

れ
た

も
の

で

あ
る

｡

祷
薙
多
岐

堅
旦

る

財
政
尊
貴
を

統
一

的
に

把
握
す

べ

く
､

多
角
的
な
分

析
と

批
判
を

通
じ
て

多
年
苦
心
の

結
果
構
想
せ

ら

れ

た

る
､

而
し

て

著
者

一

流
の

光
澤
あ
る

文

章
に
よ
つ

て

秦
現
せ

ら

れ
た

る

理

論
患
系
を

､

僅
か
の

間
に

誤
り

な
く
理

解
し

紹
介
す
る

こ

と

は

私
に

と

つ

て

決
し

て

容

易
な

業
で

は

な
か

つ

た
｡

こ

の

期
は

預
め

学
者
及
び

縛
者

の

寛
容
を

乞
ほ

な
け
れ
ぼ

な
ら

な
い

の

で

あ
る
が

､

以
下

本
書
の

大

穿
を

一
侍
へ

､

併
せ

て

二

≡

の

感
想
を
つ

け

加
へ

さ
せ

て

叩
か

う
と

思
ふ

｡

〓

本
吉
偲

『

絶
語
』

『

前
篇
』

及
び

『

後
罵
』

の

三

部
十
二

葉
よ

り

な
る

｡

『

絶
詮
』

に

含
ま

れ
た

≡
つ

の

章
は

､

教
授
の

意
固
を

最
も
明
瞭
に

示

す
も
の

と

考
へ

ら

れ
る

の

で
､

他
の

部
分
に

比

較
し

て

少

し

詳
し

く
見

る
｡

現
時
の

財
政
が

国
民

経
済
に

於
い

て

占
め

る

地
位
の

重
大
さ
は

今
日

誰

人
も
疑
ひ

碍
な
い

｡

教
授

望
一口

菓
を

籍
り

れ
ぼ

､

財
政
を

『

国
民
経
済
乃

至

祀

層
の

動
脈
と

み

る

と
い

つ

て

も
､

そ
れ
ほ

張
ち

過
大
の

言
で

ほ

な
い
』

の

ゼ

あ
る
川

財
政
畢
に

於
い

て

種
々

な
る

研
究
分
野
が

新
た

に

開

拓
せ

ら

れ
つ

⊥

あ

る

所
以
で

あ

る
｡

就
中
財

政
祀

昏
畢
及
び

新
経
済
撃
沈

噛

咋

ザ

の

財
政
理

論
は

直
し

一
面
厚
静

的
』

財
政
畢
に

野
抗
す
る

も
の

と

し
て

高

く
評

侵
さ

れ
ね
ば

な

ら

な
い

｡

教
授
も
ま

た
こ

れ
ら
の

斯
傾
向
を

取
り
入

れ
て

『

財
政
撃
の

展
開
』

を

試
み

ら

れ
る

｡

然
し

な
が

ら
こ

の

二

つ

の

財

政
理

論
は

､

教
授
に

あ
つ

て

は

飽
く
ま

で

も

『

前
捉
』

で

あ
る

｡

こ

の

こ

と

ほ

前
著
『

現
代
財

政
畢
の

理

論
』

に

於
い

て

も
諸
畢
露
の

批
判
を

通

じ

て

看
取
せ

ら

れ
た

と

こ

ろ

で

あ
る

が
､

教
授
の

意
囲
せ

ら

れ
る

と

こ

ろ

は
､

プ

ル

ト

シ

ャ

イ

ト

ウ
の

財

政
社
禽
嬰

､

コ

ル

ム
､

リ
ッ

チ
ェ

ル

ウ

の

財

政
経
済
理

論
を

『

前
提
』

と

t

更
に

こ

れ
を

超
克
せ

ん
と

す
る
に

あ

る
｡

即
ち

財
政
社

禽
堅
に

勤
し
て

は
､

財
政
畢
を
奮
い

制
度
記
述
の

裂
か

ら

解
放
し

､

新
ら

し
い

財
政
理

論
の

出
発
耗
を

提
供
し

た

粘
に

意
義
を

認
め

る
｡

し

か

し

そ
の

理

論
的
蹟
充
は

教
授
に

よ

れ
ば

専
ら

政
治
祀

昏
学
的
方

5 6 6

向
に

限
ら

れ
､

従
つ

て

そ
れ
は

財
政
撃
の

国
民
経
済
的
理

論
を

蓼
請
せ

ら

れ
る

教
授
を

満
足
せ

し

め

な
い

｡

し
か

ら

ば

新
経
済
撃
沈
は

如
何

｡

こ

の

沃
の

人
々

は

財

政
拳
の

囲
民
経

済
的
基
礎
づ

け
に

努
力
し

た
､

教
授
も
ま

た

そ
の

理

論
を

し

ば

し

ば

援
用

せ

ら

れ
る
の

で

あ
る

が
､

し

か

し

教
授
に

従
へ

ば
こ

の

沈
の

業
績
ほ

､

畢

に

市
場
経
済
と

財
政
の

『

静
態
論
』

的

研
究

､

乃
至

は
､

市
場
経
臍
と

財

政
の

所
得
分
配
閲
係
の

解
防
に

努
め

る

に

止
ど

ま
つ

て
､

進
ん
で

両
経
済

の

交
錯
か

ら
『

国
民

経
済
の

循

環
過
程

乃
至

は

そ
の

波
動
が

如
何
な
る

欒

≠

▲
¶



901

淋

ユ

叩

-

●

化
を

遼
げ
て

行
く
か
』

(

六
一

貫
)

を

分

析
し

よ

う
と

は

し

な
か
つ

た
｡

教
授
は

こ

の

鶉
を

不

満
と

せ

ら
れ
る
の

で

あ
る

｡

我
々

は
こ

れ
に

よ

つ

て

教
腰
の

意
囲
が

､

財
政
を

ば

国
民

経
済
の

内
部
構
造
に

結
び
つ

け
て

動
態

的
に

理

解
す
る

と

こ

ろ

の

『

財

政
動
態
論
』

の

樹
立

に

あ
る

こ

と

を

知
り

得
る

の

で

あ
る

｡

而
し

教
授
ほ

財

政
動
態
諭
を

構
成
す
る

『

理

論
的

基
軸
』

と

し
て

極
め

/

て

注
目
す
べ

き
財
政
本
質
鶴
を

提
唱
せ

ら

る
｡

即
ち

教
授
に

よ

れ
ば

､

財

政
の

本
質
は

こ

れ
を

『

配

声
ロ

に

求
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

の

で

あ
る

｡

日

く
､

『

私
の

理

解
す
る

財
政
の

本
質
は

｢

配

置
+

概
念
で

あ
る

｡

財
政
は

生

重
機
構
と

結
び
つ

け
ら

れ
て

ゐ

る
｡

従
つ

て

経
済
的
要
素
を
め

ぐ
る

国
家

政
策
と
し

て

の

配
置
が

財
政
の

本
質
で

あ
る

｡

こ

の

配
置
が

経
済
の

均
衡

的
護
展
に
つ

ら
な
る

こ

と

は

説
く
ま

で

も
な
い

｡

か
⊥

る

配

置
と

し
て

規

定
さ
れ
る

と

き
､

財
政
は

は

じ

め

て

国
民

経
済
と
の

右
横
的

閲
聯
に

お

け

る

構
造
と

し

て

理

解
せ

ら
れ
る

の

で

あ
る

｡

』

(

一

一

1

〓
二

見
)

と
ひ

財
政

･

経
済
を

含
め

た

国
民
経
済
の

絶
過
程
の

分

析
を

必

要
と

す
る
に

至
つ

た

歴
史
的
融

合
的
原
因
ほ

､

教
授
は

こ

れ
を

､

資
本
主
義
的
市
場
経

済
の

自
動
主

義
の

崩
壊
に

求
め

ら

れ
て

ゐ

る

如
く
で

あ

る
｡

即
ち

市
場
経

済
の

自
己

完
了

的
な

襲
展
が

停
滞
す
る

と

共
に

財

政
ほ

種
々

な
る

国
家
政

篇
を

通
じ

て

積
極
的
な

性
格
を

現
は

し
､

こ

の

結
果

､

財

政
を

抜
き
に

し

葛

評

+

一
り

た

経
済
理

論
も

､

経
済
を

疎
外
せ

る

財
政
理

論
も

､

と
も
に

現

要
理

解
の

役
を

果
し

得
な
く

な
る

と

考
へ

ら

れ
る

の

で

あ
る

｡

そ

し

て

財

政
を

積
極

的
に

経
済
締
過
程
の

一

環
と
し

て
､

し

か

も
新
た

な
秩
序
の

形
成
者
と

し

て

把
握
す
る

た

め

に

は
､

従
来
の

財
政
本
質
親
を

捨
て

ゝ

､

上

に

述
べ

た

如
く

財
政
を

『

国
家
政
策
と
し

て

の

配
置
』

と

親

宥
す
べ

き
必

要
が

考
へ

ら

れ
る

と
い

ふ
の

で

あ

る
｡

従
つ

て

か

1

る

財
政
本
質
は

､

自

由
経
済
時

代
に

は

露
呈
せ

ず
､

国
家
が

財
政
支
出
を

通
じ

て

経
済
の

菰
興
を

構
ず

る

に

至
つ

て

露
呈
す
る

｡

教
授
が

景
気
政
策
と

し

て

の

穿
働
凝
興

策
を

極
め

て

重
商
し

､

こ

れ
に
よ

つ

て

財
政
は

『

本
質
的
欒
化
を

う
け
た
』

と

せ

ら

れ
る

所
以

で

あ
る

｡

し

か

し

か

1

る

意
味
で

の

財
政
の

積
極
的
性
格
は

､

戦
時
財
政
に

於
い

て

最
も
浸
く

規
は

れ
る

｡

教
授
が

財
政
配
置
親
を

提
唱

し
､

財
政

･

経
済
の

動
態
詭
を

目
指
す
の

も
､

貿
は

戦
時
財
政
の

問
題
を

理

論
的
に

把
握
せ

ん

と

す
る

目
的
に

出
づ

る

も
の

で

あ
つ

て
､

こ

の

こ

と

は

労
働
損
興

策
に

於
い

て

露
呈
せ

る

財
政
本
質
を

未
だ

『

萌
芽
』

の

域
に

あ
り

と
せ

ら

れ
て

ゐ

る
こ

と
に

よ
つ

て

も
覗
か

で

あ
る

｡

更
に

注
意
す
べ

き
は

､

教
授
の

財
政
動
態
論
が

､

政
治
経
済
畢
の

実
質

的
板
心

た

る
べ

き
任
務
を

負
は

さ
れ
て

ゐ
る

こ

と

で

あ
る

｡

教
授
に

よ

れ

ば
､

財

政
こ

そ
は

政
治
と

経
済
の

相
交
渉
す
る

世
界
に

硯
ほ

れ
る

も
の

で

あ
つ

て
､

そ
れ
は

一

方
に

於
い
･て
ほ

国
家
政
策
を

基
軸
と

し

な
が

ら
､

他

方
の

端
ほ

顧
済
祀

曾
と

機
構
的
に

麿
び

つ

い

て

ゐ
る

｡

礎
つ

て

政
治
藩
清

一
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n
U11

僻

一

橋

静

章

第
九

巻

第
五

乾

草
が

徒
ら
に

方
法
論

的
議
論
に

耽
け
る

こ

と

を

止
め

て
､

真
に

政
治
経
済

の

理

論
を

樹
立

せ

ん

と

欲
す
る

な
ら

ば
､

財
政
畢
こ

そ

そ
の

場
所
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

｡

こ

の

意
味
で

教
授
ほ
ラ

ー

ト

に

始
ま

る

政
治
経
済
畢
的

方
法

論
雫
が

財
政
畢
の

自
己

反

省
を

棒
線
と

し

な
が

ら
､

つ

ひ

に

財
政
畢

に

於
い

て

結
質
せ

ざ
る

こ

と

を

嘆
じ
て

ゐ

ら

れ
る
の

で

あ
る

｡

.

三

教
授
の

意
固
せ

ら

れ
る

と
こ

ろ

は

右
の

如
く

『

維
誇
』

に

於
い

て

既
に

措
か

に

せ

ら

れ
て

あ
る

｡

『

前
篤
』

各
章
は
こ

の

株
に

治
つ

て
一

層
具
鮭

的
に

財
政
事
箕
の

分

析
を

行
ひ

､

財
政
の

動
態
的
把
握
へ

の

造
を

明
か

に

す
る

｡

こ

れ
に

勤
し
て

『

後
篇
』

は

財

政
の

積
極
的
役
割
を

通
じ
て

行
は

れ
る

経
済
構
造
の

欒

化
を

主

と

し
て

財
政
組

織
の

親
助
か

ら

取
扱
ふ

も
の

で

あ
る

｡

ま
づ

『

前
篇
』

の

主

旨
か

ら

見
る

｡

『

前
篇
』

に

於
い

て

は
､

最

初
に

財

政
動
態
論
へ

の

前
提
的
考
案
と

し

て
､

財
政
と

経
済

(

市
場

)

の

構
造
上

の

特

質
と

封

麿
関
係
が

､

社
昏
的

生
産
物
に

封
す
る

閲
輿
配
分
の

親
乾
か

ら
､

謂
は
ゞ

『

辞
態
論
』

的
に

論

究
せ

ら

れ
る

(

隼
田

章
)

｡

硬
い

て

『

動
態
的
』

研
究
へ

進
ん

で
､

景
気
と

財
政
の

関
係
を

､

経
費

面
及
び

収
入

面
か

ら

分
析
し

(

弟
玉

章
及

び

そ

の

補

静
)

､

更
に

財
政
が

積
極
的
に

経
済
の

循
環
に

作
用
す
る
に

至
つ

た

事

彗
を

､

各
国
の

労
働
振
興

策
の

茸
例
に

即
し

て

検
討
を

加
へ

､

労
働
揖
興

▲

▼

ぺ

†

策
を

似
て

『

国
家
の

授
受
経
線
』

と

見
る
ぺ

き
こ

と

を

静
妨
し

て
､

財
政

配
置
翫
の

由
来
を

述
べ

て

ゐ

る

⊥
第
六

皐
㌔

次
に

準
戦
時
下

及
■ひ
戦
時

下
の

財
政
を

テ
ィ

フ

ア

ン

そ
の

他
に

従
つ

て

主
要
国
別
に

分
析
し

､

財
政

の

積
極
的

性
格
が
い

よ
い

よ

明
瞭
に

な
り

釆
つ

た

こ

と
を
ピ

グ

ー
､

イ
ェ

ヒ

ト
､

コ

ル

ム

ら
の

所
論
を

通
じ
て

明
か

に

す
る

▲
腐
七

､

第
八

章
)

｡

次
に

『

後
篇
』

は
､

主
と

し
て

財
政
組

織
の

攣
化
を

論
じ
て

ゐ
る

の

で

あ
る

が
､

最

初
の

一

章
は

濠
算
原
則
に

立
つ

財
政
組
織
と

営
利
原
則
に

立

つ

市
場
経

済
組
織
の

類
型
的
考
察
を

行
つ

た
の

ち

両
経
済
組
織
の

交
錯
の

う
ち

に

国
民
経
済
そ
の

も
の

の

組
織
化
の

進
行
を

見
出
し

(

第
九

章
)

､

そ
れ
に

績
く
三
つ

の

章
は

そ
れ
ぞ
れ
租
税

､

公
共
事
業
(

公
企

業
)

及
び

公
債
を

と

り

上

げ
て

ゐ

る
｡

即
ち

租
税
経
済
に

つ

い

て

ほ
､

リ

カ

ア

ド

オ
､

ワ

グ

ナ

ー
､

シ

ュ

ム

ベ

ー

タ

ー

の

租
税
理

論
を

検
討
し

へ

第
十
章
)

､

次

の

第
十

一

章
で

は
､

企

業
家
国
家

(

経
済

国
家

)

が

産
業
の

祀
脅
化

(

フ

ェ

ビ

ア

ニ

ズ

ム

及
び

カ
ウ
ッ

キ
ー

の

主

菜
及
び

合
理

化
の

過
程
を

通
じ

て
､

漸
次
経
済
構
造
上

の

一

環
に

ま
で

生
長
せ

る

こ

と

を

論
究
し
て

ゐ

る
っ

最
後
の

章
で

は

公
債
論

聖
二

つ

の

塾

⊇
消
費
設

.

生
産
詮

､

景
気

記

事
を

述
べ

､

そ

れ
が

租

税
論
同

様
『

財

政
動
態
論
』

に

連
繋
す
べ

き

必
要
を

詮
い

て

ゐ
ら

れ
る

の

で

あ
る

｡
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111

沖

き

有
は

飴
ケ

に

も

簡
単

で

著
者
の

意
を

誤
り

俸
へ

た
. の

で

ほ

な
い

か

を

換

れ
る

が
､

ひ

と

ま
づ

こ

れ
で

著
者
の

紹
介
を

終
へ

る
こ

と

と

し
､

以
下
二

三

気
の

つ

い

た

粘
を

述
べ

さ

せ
て

頂
か

う
と

思
ふ

｡

上

述
の

如
く

著
者
は

財
政
の

本
質
を

『

経
済
的
蓼
素
を

め

ぐ
る

国
家
政
策
と

し
て

の

配
置
』

と

裁
定
せ

ら

れ
､

こ

1

に

財
政
動
態
論
の

理

論

的
基
軸
を

求

め

ら

れ

て

ゐ

る
｡

教
授
は

こ

の

本
質
覿
を

論

琵
す
る

た

め

に
､

穿
働
揖
興
策
に

於
い

て

財
政
が

労
働
力
の

配
置
に

閲
興
し

た

事

萱
を

挙
げ

､

こ

1

に

財
政
の

『

配

田

琴
土

性
が
『

萌
芽
+
一

的
に

示

さ

れ
た

と

な
し

､

さ

ら

に

戟
撃
財
政
に

於
い

て

そ

れ
が
『

鎗
角
的
■土

な

姿
を

現
は

す
こ

と

を

述
べ

て
､

『

戦
争
財
政
に

お

け

る

克
大
な

物
資
調
達
に

よ

り

財
政
本
質
が

経
帝
循
環
に

お

け

る

生
産
基

本
の

国
家
政

策
的

配
置
に

結
.ひ

つ

く
』

(

二

三

京
)

と

語
賭
し

て

ゐ
ら

れ

る

が
､

財
政
支

出
が

『

労
働
の

配
置
に

閲
興
し
L

､

或
は

『

配
置
に

結
び

つ

く
+

一
こ

と

と
､

財

政
の

本

質
が

『

配
置
』

そ
の

も
の

で

あ
る
こ

と

と

は
､

必
ず

し

も
同
じ

で

は

な
い

や

う

に

感
ぜ

ら

れ
る

｡

ま

た

生
産
要
素
を

め

ぐ

る

国
家
政
策
配

置
ほ

､

単
に

財
政
に

限
ら

.

ず
､

最
近
の

戟
時
政
策
は

殆
ん

ど

全
て

(

例
へ

ば

資
金

調
整

.

資
財
の

統

制
､

労
働
の

窺
制
等
々

)

が

教
授

の

い

は

れ
る

配

置
で

あ
る

と

も
見
ら

れ
る

｡

若
し

教
授
の

主
張
さ

れ
る

如

く
､

財

政
を

『

配
置
』

と

す
る
こ

と

に

よ
つ

て

所
謂
『

財
政
動
態
静
』

が

可

能
に

な
る

と

す
れ
ば

､

他
の

国
家
政

策
を

も
『

配
置
』

に

含
め

る

こ

と

に

よ
つ

て
､

却
つ

て

教
授
の

目

指
す
『

政
治
経
済
嬰
』

も
可

能
に

な

る

の

書

評

一

.
一

で

は

な
か

ら

う

か

と

考
へ

ら

れ
る

ひ

次
に

教
授
は

財
政
の

『

配
置
』

性
を

強
調
せ

ら

れ
る

と

共
に

､

他
の

箇

所
に

於
い

て

は
､

『

財
政
は

経
済
的
手
段
(

財
貨
･

勤
労

)

が

張

御
社

昏

鰹
に

流
入
･

流
出
す
る

現
象
で

あ

る
』

二

〇
五

頁
)

と

せ

ら

れ
､

財
の

面
か

ら

財
政
と

経
済
の

『

本
質
聯
闘
｢

コ

を

語
か

れ
て

ゐ
る

｡

こ
の

場
合
に

は

『

国
家
政
策
と

し

て

の

配
置
』

と

い

ふ

よ

り

も
､

む
し

ろ

か
1

る

財
の

流
入

･

流
出
に

件
ふ

経
済
的
作
用
が

多
く

間
は

れ
て

ゐ

る
の

で

あ
る

｡

事

室
『

政
治
の

理

念
か

ち

離
れ
た

財
政
の

祀
昏
経
済
的

性
格
+
一

が

し

ば

し

ば

本
書
の

中
心

問
題
と

さ

れ
て

ゐ
る

の

で

あ

る
｡

こ
の

や

う

に

作
用
の

面
を

間
ふ

に

嘗
つ

て

は
､

『

配
置
』

性
は

必
ず

し

も
的
際
で

な
い

や

う
に

感
せ

ら

れ
る

｡

こ

と

に

財
の

流
入

面
に

於
け

る

『

配
置
』

性
は

本
書
の

説
明
か

ら

見
て

も
や

ゝ

稀
薄
な
の

で

は

な
い

か

と

感
ぜ

ら

山
る
の

で

あ
る

｡

尤
も

『

配
置
』

概
念
に

は

琴
時

財
政
の

生

産
的
任

務
を

唱

調
せ

ら

れ
る

場
合
の

如
く

､

積
極
的
な

政
策
的
夷

機
を

も
つ

が
､

他
方
に

於
い

で

例
へ

ば

生
産

基
本
の

奮
い

配
置
状
態
が

財
政
支
出
を

通
じ

て

攣
更
さ

れ
る

と
い

ふ

や

う

に

見
れ
ば

､

作
用
団
の

問
題
と

し

て

取
り

上

げ
る
こ

と

が
で

き
る

｡

配
置

概
念
に

含
意
さ

れ
る

政
策
的
奥

歯
と

作
用
的
薬

墳
を

､

如
何
に

理

解
す

る

か

ほ

問
題
に

な
り

得
る

の

で

は

な
い

か

と

思
ふ

｡

教
授
は

戦
時
財
政
に

於
い

て

草
生
す
る

融
合
政
策
的

要

求
が

､

政

昏
低

値
語
或
は

公
正

観
念
に

よ

ら

ず
､

『

配
置
』

概
念
に

よ
つ

て

的
確
に

定
め
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1 21

一

橋

論

叢

第
九

巻

第
五

競

ら

れ
あ
と

さ

れ
､

ま

た

租
蘇
か

公
債
か

の

問
題
も
『

経
済
循
環
に

於
け
る

生

産
基
本
の

配

置
を

基

準
と

し
て
』

決
定
で

き
る

と

主
濃
せ

ら
れ
て

ゐ
る

が
､

具
侵
的
に

如
何
な
る

決
定
が

な
さ

れ
る
の

で

あ
ら

う
か

､

こ

の

戦
い

ま

少
し

詳
し

く
語

明
し
て

頂
け
れ
ば

と

思
ふ

｡

な
ほ
ザ
ッ

ク

ス

､

ワ
ッ

チ
ュ

ル

ウ
､

イ
ェ

ヒ

ト

ら
の

財
政
本
質
観
は

､

『

殺

資
経
済
と

し
て

の
』

労
働
揖
興

策
を

語
騙
し

得
ず

と
さ

れ
て

ゐ
ら

れ
る

が
(

二

五

玉

東
)

､

こ

れ
ら
の

理

論
ほ

財
政
経
済
全
睦
の

性
格
を

特
徴
づ

け

た

も
の

と

考
へ

ら

れ
る
の

で
､

個
々

の

財
政
支
出
や

政
策
の

意
義
を

明
か

に

し

な
い

の

は

己
む
を

得
な
い

と

こ

ろ

と

も
考
へ

ら

れ
る

｡

た
ゞ

イ
ェ

ヒ

ト

の

『

需
給
適
合
』

詮
が

､

財

政
の

場

合
に

は

拓
け
ら
れ
て

､

経
済
の

場

合
に

援
用
せ

ら

れ
て

ゐ

る
の

は

(

例
へ

ば
三

二

二

頁
)

､

イ
ェ

ヒ

ト

の

立

場
か

ら

見
て

如
何
に

考
へ

ら

れ
る
で

あ
ら

う
か

｡

右
二

三

感
じ

た

と
こ

ろ

を

述
べ

さ
せ

て

頂
い

た
が

財
政
を

国
民
経
済
の

動
態
の

う
ち

に

基
礎
づ

け
､

■
財
政
学
を

『

改

革
王

鮭
を

織
り
込
む
凄

展
の

理

論
像
』

或
は

『

理

論

客
鮭
と

政
策
主

鮭
を

含
む
動
態
論
』

と

し

て

構
成

す
る

こ

と

ほ
､

政
治
経
済
学
へ

の

撞
充
の

画
題
を

含
み
ウ

ゝ
､

今
後
の

財

政
畢
の

重
要
な
理

論
的

課
題
と

し
て

残
る
で

あ
ら

う
｡

本
吉
に

よ
つ

て

数

へ

ら

れ
る

と

こ

ろ

極
め
て

多
か

り
し

こ

と
を

感
謝
し
っ

ゝ

拙
き
紹
介
の

筆

を

欄
く

｡

(

日

本

評

論
敵

聾

行
､

定

慣
四

囲
八

〇

鈍
)

(

四

月
九

旦

57 0

本

珊

執

筆

者

紹

介

山 中 米

田
山 谷

八 瞳

勇 郎 三

氏 氏 氏

吾

妻

光

傑
氏

大

平

菩

梧
氏

伊

大

知

良

太

鹿

氏

｢
小

村

元

一

氏

東
京
商
科
大

草
教
授

東
京
商
科
大

挙
預
科
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