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一

橋

論

叢

第
八

巻

第
六

既

曹

評

日

本

国
民
経
済
構
造
の

研
究

-
･
大

阪
商
科
大

畢
助
教
授
豊
崎

稔
薯
｢

日

本
機
械
工

業
の

基

礎
構
造
+

を

葡
む
･

-

!

山

中

篤

太

郎

日

本
経
済
学
の

要
求
が

一

時
｢

流
行
的
+

に

叫
ば

れ
て

そ
の

後
構

と

鐸

静
化
し

た

か

に

見
ゆ

る

今
､

こ

の

芋
者
に

よ

る
こ

の

著
苔
を

得
た

こ

と

は

か

ゝ

る

要
求
へ

の

答
が

正

し

き
方

向
に

而
も
静
か

に

押
し

進
め

ら

れ
つ

ゝ

あ
る

こ

と

を

示
す

意
味
に

於
い

て

極
め

て

意
義
況
き
も
の

を

感
ず
る

｡

今

夏
卒
讃
し

た

讃
後
感
を

故
に

記
さ

ん

と

す
る

に

嘗
つ

て

党
づ

記
し
た

く
感

じ

た
の

ほ

左
の

一

鴇
で

あ
る

｡

本
讃
は

､

題
し

て

｢

日

本
機
械
工

業
の

基
礎
構
造
+

と

云

ふ
｡

併
し

､

讃
老
は

｢

横
械
工

琴
の

文
字
に

錯
覚
し
て

は

た

ら

な
い

｡

機
械
工

業
は

≠
r
.

一

日

本
国
民

経
済
生
産
力
構
造
の

一

分
野
に

止

ま

る
｡

併
し

､

戟
に

扱
は

れ

る

封
毅
は

､

而
し
て

､

こ

の

封
象
を

問
題
と

し

て

見
る

立

脚
毀
ほ

､

限
ら

れ
た

る

機
械
工

業
の

部
分
的
研
究
で

は

な
い

｡

横
械
工

業
を

通
じ
て

見
た

る
日

本
国
民
経
済
構
造
の

分
析
な
の

で

あ
る

｡

著
者
の

言
葉
を

以
て

す
れ
ば

､

｢

套
展
機
構
の

分

析
+

で

あ
る

｡

従
来

専
ら

そ

れ
が

経
済
撃
の

す
べ

て

ゞ

あ
る

と

解
さ

れ
た

抽
象
的
理

論
的

考
察

に

封
し

､

こ

れ
を

一

倍
の

指
針
と

し
つ

1
､

一

定
の

批

判
的

態
度
を

以
て

す
る

具
饅
的
事
箕
の

解
剖
を

行
ひ

､

こ

の

両
者
の

上

に

立

脚
し
っ

⊥
､

日

本
国
民
経
済
の

更
畏
機
構
を

､

政
策
を

目
標
と

し
つ

1

分

析
を

進
め

て

行

く
こ

と
.

こ

れ
で

あ
る
(

序

文
)

｡

従
つ

て
､

滋
に

企

て

ら

れ
る

こ

と

ほ
､

日

本
の

規

整
の

国
民
経
済
に

即

し
っ

1
､

理

論
と

現
真
の

不
一

致
を

何

れ
に

も

偏
せ

ず

し
て

重
民
の

機
構

を
と

ら
へ

､

而
も

.

そ

れ
ほ

単
な

る

抽

象
的

裁
述
的
分

析
で

は

な

く
､

政

策
の

構
成
を

目

標
と

し

て

進
め

る

こ

と
.

こ

れ
で

あ
る

｡

理

論
と

現
宜

､

客
観
と

政
策

.

そ
の

揮
然
た

る

統
合
が

企
て

ら

れ
る
の

で

あ
る

｡

磯
城
工

業
を
と

ら
へ

る

所
以
は

著
者
が

そ
の

序
文
に

於
い

て

簡
冒
す
る

如
き
理

由

あ
る

に

せ
卜

〓

転
+

文
二

東

山

†
)

､

接
械
工

業
を

磯
根
上

業
と

し
て

そ
の

内

わ



〆
マ

′

部
で

分
析
す
る
こ

と

は

主
た

る

目
的
で

は

な
い

の

で

あ
る

｡

こ

の

小
文
の

表
題
と
せ

る

如
く

､

日

本
国
民
経
済
構
造
の

研
究

､

そ
れ
自
身
に

外
な
ら

な
い

の

で

あ
る

｡

そ
こ

に

論
ぜ

ら

れ
る

の

は
､

日

本
国
民

経
済
で

は

あ

る

が
､

一

方
日

本

国
民
経
済
政
策
の

賃
に

貢
献
す
る

と
壮
ハ

に
､

現
段

階
の

世

界
の

経
済
学
的

研
究
に

課
せ

ら

れ
た

結
合
の

課
題
へ

も
答
へ

る

こ

と

が

試
み

ら

れ
る

｡

勿

論
､

か

1

る

試
み

が

剰
す
と

こ

ろ

な

く
行
は

れ
得
た

り

と

は

す
る

も
の

で

は

な
い

ぶ
､

少
く
と

も
か
ゝ

る

試
み

が

虫
に

試
み

ら

れ
て

ゐ

る
こ

と

ほ
､

す
べ

て

の

密
着
の
■
感
得
す
る

と

こ

ろ

で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

｡

■
筆
者
は

著

者
の

弊
を

多
と

す
る

と

共
に

日

本
経
済
畢
の

賃
に

本

書
を

得
た
こ

と

を

喜

ぶ

も
の

で

あ
る

｡〓

故
に

本
書
の

全
貌
を

紹
介
す
る

こ

と

は

勿
論
紙

幅
の

許
す
と

こ

ろ

で

は

な
い

｡

だ

が
､

特
徴
の

筆
写
丁
菅

紹
介
し

た

い

と

考
へ

.
る

｡

本
書
の

特
質
の

第
一

ほ

そ
の

嘗
讃
惟
の

翼
員

な

る

こ

と

で

あ
る

｡

特
に

我
が

国
機
械
工

業
の

分
析
に

営
つ

て

は
､

単
に

統
計
的
な
デ

ー

タ

が

贋
汎

に

増
渉
さ

れ
て

ゐ

る

に

止

ま

ら

な
い

｡

そ
こ

に

は
､

較
術
的
智
誅
の

慧
富

な

る

利
用
が

あ
り

､

経
済
学
老
と

し
て

の

著
者
の

沸
ほ

れ
た

多
く
の

苦
心

9 9

を
そ
こ

に

推
察
す
る

こ

と

が

出
来

る
｡

特
に

第
≡
篇

｢

我
国
機
械
工

実
の

書

評

≠

.▲
叩

技
術
的
孝
達
+

の

部
門
に

於
い

て

は
､

原
動
機
籍

､

作
業
機
器

､

工

作
横

幕
の

≡

大

部
門
に

分
ち

､

そ
の

生
産
技
循
が

､

如
何
に

輸
入
せ

ら

れ
､

如

何
な
る

程

度
で

日

本
的
技
術
の

内
生

､

推
進
を
可

能
な
ら

し

め
つ

ゝ

あ
る

か
､

或
は

可

能
な
ら

し
め

て

ゐ

な
い

か
､

が

分
析
さ

れ
る

｡

例
ノ

､

ば
､

サ

塩
山

汽
機
関

､

タ

ー

ビ

ン
､

■
蒸
汽
更
生

器
､

水

草
､

凌
電
横

､

電
動
機

､

撃

墜

語
､

内

燃
樺
闘

.

紡
績

横
､

織

機
､

採
録

横
械
.
切
朔

運
織
機

､

抄
紙
椒

､

製
糖
用
分
矯
機
及
び

虞
蓮

蒸
牽
緯

､

ア

ン

そ

二

ア

今
成
横

､

石
炭
摂
化
用

高
軽
装
置

､

自

韓
車

､

自

動
車

､

航
琴

横
､

通
信
稚
か

ら
､

各
種
工

作
機

械
､

即
ち

､

各
種
金

属
工

業
用
工

作
機
械

､

工

具
､

等
に

及
ん
で

屠
り

､

そ
の

各
々

た
つ

い

て
､

多
く
の

技
術
に

関
す
る

知
識
が

示

さ

れ
る
の

で

あ

る
｡

そ
し

て
､

種
々

の

生

産
部
門
の

作
業
機
生

産
は

､

例
へ

ば
､

紡
績
作

業
機

､

化
挙
用
超
高
匪
高
温
装

置
､

乃
至

農
業
用
耕

転
､

除
草
及
び

刈
取

用
機
械
等
の

如
き

､

技
術
的
水
準
が

極
め

て

低
い

か
､

又

ほ

試

験
時
代
に

入
つ

た

許

り
で

あ
る

か
､

或
は

､

技
術
が

全
然
な
い

の

も
同

様
で

あ

る

こ

と

が

論
琵
さ

れ
る

｡

か

く
て

､

詳
細
な

技
術
分

析
を

通
じ

て
､

今
後
必

要

な
磯

城
は

勿
論

､

今
迄
必

要
と

し

た

磯
城
で

も
､

若
干
の

揺
動
横
械
を

別

に

す
る

と
､

技
術
的
に

は

先

進
国
の

技
術
の

模
倣
か

然
ら

ず
ん

ば

部
分
的

改
良
を

出
で

ぬ

域
に

あ
り

､

後
進
国
的
機
械
器

具
工

業
の

構
造
的
特
徴
を

示

す
と

さ

れ
る

｡

こ

れ
ら
の

大
略
の

結
論
抹

必

ず
し

も
､

我
々

の

預
知
せ

ざ
る

簸
で

も
な
か
つ

た

け

れ
ど

も
､

そ
の

時
諭
が

損
循
的
基
礎
に

於
い

て

¢4 Ⅰ



一

橋

論

叢

第
八

巻

弟
六

狭

00

精
確
に

虫
に

指
摘
さ

れ
る

の

で

あ
る

｡

l

三

第
二

に

は
､

こ

の

垂
誇

性
を

買
く

論
理
で

あ

る
｡

著
者
に

よ

れ
ば

､

我

が

機
械
器
具
工

業
の

原
料

基
礎
た
る

金

属
工

業
は

質
講
欄
間
よ

･

り

耳
∵
U

立

性
が

不

足
し

､

努
賃
の

依
厳
に

よ

る

生
産
の

機
弼
化
の

m
黙
=

従
つ

て

機

械
工

業
に

封
す
る

国
内
市
場
の

狭
陰
が

依
然
持
模
す
る

｡

併
し

､

他

面
､

機
器
工

業
の

異
聞
を

訝
す
如
き
生
産
技
術
上

の

蓉
匡

､

金

融

資
本
の

こ

の

■
方
面
へ

の

投
資
は
不

足
し

､

問
屋
依
存
の

下

請
中
小

性
が

石
坂
き
れ

､

所

謂
自
然
疫
生

性
の

伏
什
は

不
=

半

丁
㌔

こ

れ
キ

抱
術
的
に

見
れ
け

い

､

技
術

的
に

は

後
進
的
で

は

あ
る

が

原
動
樟
の

一

腰
の

老

尿
を

見
る

外
ほ

､

そ
の

他
の

機
器
の

生

産
の

技
術
的
敏
陪
ほ

著
し

く
､

構
成
上

､

工

作
樺
械

､

就

中
､

金

属
工

機
､

工

具
技
術
の

後
進

性
､

転
倒
的
車
達
が

重
要
な
問
題
と

し

て

指
摘
さ

れ
ね

ば

な
ら

な
い

｡

結

局
､

世
界

経
済
に

於
い

て

完
全
な
機

械
設
備
を

鴇
ち

､

且

そ

れ
を

自

給
し

得
る

先
進
国
民
経
済
に

よ

つ

て

不

等

倍
交
換
を

強
制
さ

れ
､

こ

れ
に

勤
し

､

我
が

国
民
経
済
ほ

国
民
努
働
力
の

濫
費
を

要
求
さ

れ
る

結
果
と

な

り
､

か
ゝ

る

地
盤
と

し
て

の

弊
働
力
も
漸

く
疾
病
災
害
の

侍
蝕
す
る

と

こ

ろ

で

あ

り
､

立
に

我
が

国
国
民

経
済
の

不

橙
全
化
が

憂
へ

ら

れ
る

の

で

あ

る
｡

他
面
市
場
的
地
盤
を

見
れ
ば

､

外
囲

諌
場
は

殆
ど

支
配
せ

ず
､

結
局
園
内

市
場
の

み

を

市
場
的
基
礎
と
し

て

成

巧
∴

一

立

し
､

そ
こ

に

我
が

機
械
工

業
の

後
進

性
が

示

さ

れ
る

の

み

な
ら

ず
､

我

∵

閥
民
経

済
の

非
生
産
過
程

を

著
し

く
不

安
定
な
ら

し

め

る
の

で

あ
る

｡

蓋
し

､

軍
需
産
業
と

再
生
産
産
業
と

は

無
済
的
性
質
を

全
然
異
に

す
る

か

ら

で

あ

る
｡

6 4 2

以
上

は

卒

責
の

間
に

得
た

感
想
の

一

二

を

記
し

た

の

み

で

あ
つ

て
､

本

喜
の

全
思

索
を

均
整
的
に

紹
介
す
る

目
的
に

払
で

ず
､

従
つ

て

叉
､

か

⊥

る

均
整
的
紹
介
を

な
し

得
た

と

も
信
じ

な
い

｡

併
し

､

尉
､

以
上

に

よ
つ

て

本
讃
の

持
つ

債
倍
は

既
に

規
ひ

得
る

と

信
ず

る
｡

又
､

讃
過
の

間
､

二

≡

の

特
殊
な
る

栽
に

関
し
て

更
に

著
者
の

森

閑
を

乞
ひ

た

く
感
じ
た

粘
も
な
い

澤
で

は

な
い

(

例
へ

ば
､

金

融

資
本
制
の

生

成
乃

至

成
熟
に

関
す
る

金

融
資
本
制
の

意
義
等
)

｡

更
に

叉
､

こ

れ
は

､

既
に

著
者

自
身
が

断
つ

て

ゐ

る
こ

と

で

あ
る

が
､

以
上
の
■
分
析
が

政
策
と
の

闘
聯
に

於
い

て

見
ら

れ
つ

ゝ

あ
る

に

も
係
ら

ず

特
に

､

以
上

の

分
析
の

結
論
の
■
導

嘩
す
る

政

策
構
成
が

本
吉
の

重
要
な
部

分
を

占
め

ぎ
り
し

こ

と
､

も
想

起
す
る

｡

併
し

､

こ

の

事
に

つ

い

て

の

著

者
の

見
解
は

全
く

述
べ

ら

れ
な
い

の

で

は

な

く
て

､

序
文
の

中
に

簡
潔
に

匡

開
さ

れ
て

居
る

｡

或
ほ

又
､

例
へ

ば
､

現
段
階
に

於
け
る

政
策
展
開
の

諸
蓼
囚
の

中
で

､

我
が

資
本
の

持
つ

主

都
の

重
要

､

或
は

､

よ

り

正

確
に

伊

･



101

す
.

は

主

断
碑
艶
の

垂
穿
を

､

そ
の

商
業
資
本
性
に

よ
つ

て

指
摘
さ

れ
て

屠
る

(

四

四

四

頁
)

｡

け
れ
ど

も
､

繰
返
す
如
く

､

政
策
の

演
繹
が

著
者
の

満

足
す
る

分
量
に

於
い

て

行
は

れ
な
か

つ

た

こ

と

ほ
､

本
署
の

鉄

隋
と

云

ふ

よ

り
ほ

､

本
音
の

第
二

荒
を

預
約
す
る

も
の

と

し

て
､

本
署
に

ふ

れ
な
か

つ

た
と

こ

ろ
と

云
ひ

得
る

で

あ
ら

う
｡

磯
城
工

業
に

関
す
る

研
究
は

､

現
在
の

状
勢
に

於
い

て

は
､

最
近
の

事

情
を

封
象
と

す
る

分
析
が

事
箕
上

不
可

能
に

な
つ

て

ゐ

る

の

に

勤
し

､

本

書
に

論
ぜ

ら

れ
た

尊
堂
以
後
に

於
い

て
､

我
が

国
経
済
政
策
の

毘
開
に

よ

つ

て

こ

の

部
門
の

生
産
力
が

著
し

く

推
し

進
め

ら

れ
つ

1

あ
る

こ

と

ほ

云

ふ

迄
も
な
い

こ

と

で

あ

る
｡

併
し

､

例
へ

ば

技
術
的
基

礎
の

如
き
ほ

､

単

な
る

資
本
設
備
の

檜
大
と

同
時
に

､

短
期
間
に

軒
単
に

尿
開
さ

れ
､

自
生

的
発
展
を

辿
り

得
る

と

は

考
へ

得
な
い

か

ら
､

著
者
の

指
摘
す
る

多
く
の

耗
は

簡
維

持
さ

れ
る

で

あ
ら

う
け

れ
ど

も
､

楼

械
工

業
生

産
そ
れ
自
身
の

璧
畏

､

殊
に

､

経
済
政
策
の

作

用
に

よ

る

か
1

る

蒙
尿
を

著
し

き
事
案
と

す
る

意
味
に

於
い

て
､

か
1

る

新
た

な
客
観
的
現
象
迄
も
封
象
に

加
へ

て
､

そ
の

政
策
と
の

聯
闘
を

と

ら
へ

る

学
問
的
努
力
が

試
み

ら

る
べ

き
必
要
は

特
に

指

摘
す
る

迄
も
滋
い

と

考
へ

る
｡

筆
者
は

著
者
の

其
昌
の

努
力
が

か

か

る

方
向
に

進
め

ら

れ
る

で

あ

ら
う
こ

と

を

期
待
せ

ざ
る

を

得
な
い

｡

筆
者
ほ

､

預
ね
で

､

科
学
的
な
る

国
民
経
済
政
策
の

研
究
ほ

､

国
民

経

済
構
造
の

研
究
を

地
盤
と

す
る
こ

と
か

点
ひ

､

文

男
干
か
ゝ

る

立

場
よ

り

苦

.

許

も

▲
叩

す
lる

研
究
を

試
み

釆
つ

た
ヶ

と

同
時
に

､

か
1

る

政

策
構
成
の

過
程
に

於

い

て
､

従
来
の

唯
物
的
見
解
に

暫
し

､

｢

意
識

化
+

の

過
程

､

重
視
化
の

過
程
を

問
題
と

す
べ

き
こ

と

も
主

張
し

釆
つ

た
｡

戟
に

こ

れ
に

闘
し
･
て

誘

諭
す
る

暇
は

な
い

け

れ
ど

も
､

か
1

る

意
味
に

於
け
る

｢

政
策
+

の

研
究

は

未
だ

多
く
の

沸
さ

る
べ

き

研
究
分
野
を
の

こ

し
て

ゐ

る
｡

か

⊥

る

立

場

よ

り

顧
る

場

合
､

本

署
が

我
が

嬰
界
に

興
へ

た

功
績
は

大
き
い

と

共
に

､

そ
の

約
束
し
て

果
す
べ

く
残
さ

れ
て

ゐ

る

研
究
分
野
に

勤
し

て

持
つ

責
任

も
亦
著
し

く

大
き
い

と

云

は

ね
ば

な
ら

な
い

｡

そ
の

責
任
の

果
さ

る
べ

き

を

期
し
て

待
ち
つ

⊥

あ
る
の

は
､

犠
り

特
に

筆
者
の

み

で

は

な
い

で

あ
ら

う
｡

(

昭

和
十

六

年
十

月

廿
五

日
)
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