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グレィダナス著

「

ケィンズ經濟理論の發展

」
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シ

ズ

の

 

0̂
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論
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s
d 

Money,. 1
9
3
6
)

は
、
ケ
ネ

1

0「

經
濟
表」

及
び
ア
ダ
ム

•
ス
ミ
ス
の「

國
富
論」

と
並
ん
で
、
經
濟
學
說
史
上
に
お
け 

る
第
三
の
犯
標
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
宏
は
れ
て
ゐ
，る
。
事
實
之
に
ょ
つ
て
理
論
經
濟
學
の
新
.な
方
向
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ 

’程
、
最
近
の
經
濟
學
林
に
波
紋
を
投
げ
か
け
た
著
作
は
先
づ
な
い
と
云
つ
て
ょ
く
、之
に
關
し
て
は
無
數
の
論
爭
が
存
す
る
の
で
あ
る
。 

ケ
イ
ン
ズ
理
論
の
如
何
な
る
點
が
；止
し
く
、
如
何
な
る
點
に
誤
謬
が
存
す
る
か
は
、
今
後
と
も
論
ぜ
ら
れ
て
行
く
で
あ
ら
ぅ
。
然
し
こ 

れ
と
は
別
侗
の
問
題
•即
ち
ケ
イ
ン
ズ
が
如
何
な
る
經
路
を
迪
つ
て
、「

一
般
理
論」

に
盛
ら
れ
た
思
想
に
達
す
る
こ
と
が
出
來
た
か
、
換 

言
す
れ
ば
、
彼
の
經
濟
现
論
は
如
何
な
る
段
階
を
經
て
、「

一
般
理
論」

に
ま
で
發
展
し
た
か
、
と
い
ふ
問
題
も
叉
興
味
あ
る
も
の
で
あ 

ら

ぅ

。

.
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經
濟
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グ
レ
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ダ
ナ
ス

I
T

ケ
イ
ン
ズ
經
濟
理
論
の
發
展
卜

‘

 

ニ

コ

(

七

ノ

*
 

■
, 

.
 

.
 

,

こ
の
や
う
な
問
題
に
つ
い
て
、

手
別
と
な
る
の
は
グ
レ
イ

ダ
ナ
ス
のr

ケ
イ
シ

、ズ

經

濟

理

論

の

發

展

」

と

題

す

る

小

冊

子

で

あ

る

。

.
ベ

，

」
s.'; 

.

.

ケ
イ
ン
、ス
の
代
表
的
著
作
は
、I

九一

ー
三
年
の「

貨
幣
改
軍
論」(

>Tract on 

Monetary R
e
f
o
r
m
o
、

一

九
三O

竿

'̂「

身
幣
偷

_
 

(
A

 Treatise on M
o
n
f
y
.
y

及
び
三
六
年
の「

雇
傭
、
'利
子
及
び
貨
幣
の
一
般
理
.論」

の
三
づ
で
あ
る
。
グ
レ
イ

.ダ
ナ
ス
は
彼
の

h
册 

子
に
お
い
て
、
こ
れ
等
三
つ
の
著
作
を
通
し
て
*
ケ
イ
ン
ズ
の
經
濟
理
論
を
撿
討
し
、
そ
の
發
展
を
迎
ら
う
と

す
るo

彼
は
ケ
イ

ン
ズ 

の
最
初
の
著
作
、「

貨
幣
改
革
論」

か
ら
■第1

1

の
蔷
•
、

「

貨
幣
論」

へ
の
ケ
イ
ン
ズ

‘の
思
想
の

論
理
的
進
化
,
吏
に
こ
の
第
二
の
器
作
か 

ら
最
近
の
著
作
た
る「

一，般
理
論」
へ
の
思
想
の
論
理
的
進
化
を
あ
と
づ
け
る
の
で
あ
る
。 

,

こ
の
や
う
な
試
み
は
、
ケ
イ
ン
ズ
理
論
を
正
當
に
評
價
す
る
上
に
お
い
て
多
大
の
便
宜
を
與
へ
'て
く

れ

る

。

我

」

々

が「

-*
.
喷
埋
論
一
て 

接
す
る
時
、
そ
こ
に
盛
ら
れ
た
新
し
い
思
想
に
生
々
.と
し
た
魅
惑
を
感
ぜ
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
。
何
故
魅
惑
を
感
ず
る
か
と
い

、
i *
、

「

一
般
现
論」

は
古
典
學
派
の
理
論
と
金
く
對
立
し
、
，あ
た
か
も
古
典
理
論
は
ケ
イ
ン
ズ
に
ょ
つ
て
雜
り
去
ら
れ
た
か
の
如
き
印
象
を
受 

け
る
か
ら
で
あ
る
。
然
し
彼
の
初
期
の
著
作「

改
革
論」
を
讀
み
、
彼
が
如
何
に
杏
典
理
論
を
固
執
し
て
ゐ
た
か
を
知
る
者
に
と
つ
て
は
、 

「
1

般
理
論」

は
一
つ
の
驚
異
で
あ
ら
う
。
然
ら
ば
何
故
、
彼
は
最
初
、
古
典
學
派
、
殊
に
マ
ー
、シ
ャ
ル
の
諸
原
理
を
固
執
し
な
が
ら
• 

遂
に
は
鋭
い
反
對
者
*a
.な
る
に
至
つ
た
の
で
あ
ら
，う
力
。
こ
の
間
の
事
情
が
、
：
グ
レ
イ
ダ
ナ
ス
の
本
^
に
お
い
て
^
さ
れ
る
。

三

「

改
筚
論」

は
宙
典
學
派
に
立
脚
し
、「

一

般
理
論」

は
そ
れ
に
對
立
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
グ
レ
イ
ダ
ナ
ス
に
ょ
れ
ば
、「

改
革
論」 

は「

貨
幣
論」

を
通
じ
.て
直
接「

一
般
现
論」

に
導
く
と
こ
ろ
の
思
想
の
根
，源
を
旣
に
含
ん
で
ゐ
る
。「

改
革
論」

に
お
い
て
、
.
ケ
イ
ン
ズ
は 

だ
古
典
學
派
、
特
に
マ
ー
シ
中
ル
-め
心
醉
者
で
、

マ
ー
シ
ャ
ル
の「

貨
幣
、
信
用
及
び
商
業」

(
M
l
h
a
l
i
,

 

Money, 

Credit 

I

c

i

m

i

)

の
貨
常
现
論
を
引
繼
ぎ
、
そ
れ
を「

改
革
論」

の
_

に
置
い
た
の
で
あ
る
。
彼
は
マ
丨
シ
ャ
ル
に
っ
い
て
可
等
，V

I

も 

與
へ
て
ゐ
な
い
反
婆
に
マ
丨
シ
ャ
ル
を

E

匿

し

，た
V

彼
の
主
張
を
ケ
イ
ン
ズ
自
身
の
.言
葉
で
直
接
表
現
し
て
引
用
し
た
に
過
ぎ 

な
か
っ
た
。「

あ
た
か
も
マ
丨
シ
ャ
ル
の
大
厦
を
照
明
す
る
に
彼
獨
特
の
光
線
を
用
ひ
た
か
の
如
く
で
あ
っ
た」

。(
P
.

广)
然
し
こ
の
，

Q
.

 

う
な
n

改
革
論」

に
お
い
て
す
ら
、
彼
が
次
第
に
古
典
學
派
か
ら
離
れ
る
に
至
る
兆
候
が
現
は
れ
て
ゐ
た
の
で

あ

る

。

：
 

然
ら
ば
こQ

や
う
な
兆
候
は
何
處
に
見
ら
れ
る
か
。
グ
レ
イ
ダ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
•

「

ケ
イ
ン
ズ
が
了
シ
二
を
引
用
し
、
且
ケ
イ
ン 

ズ
自
身
の
表
現
I

接
與
ヘ
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
實
は
-

た
と
へ
霧
で
は
あ
る
が
、
.全
く
非
常
に
根
本
的
な
る
差
異
を
見
る
こ
と
を
我 

々
に
可
能
な
ら
し
め
る」

と(
P
.

 2
.)。

し
か
も
ケ
イ
ン
ズ
は
こ
れ
等
に
氣
が
っ
い
て
ゐ
な
い
。
眞
に
本
質
的
差
異
Q

t

場
合 

に

も

一

致
力
存
す
る
と
信
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
何
囘
と
な
く 
•

彼
は
了
シ
ャ
ル
の
要
點
を
說
明
し
よ
う
と
す
^

而
し
て
そ
れ 

ヵ
マ
！
シ
ャ
ャ
ル
の
意
味
せ
f

の
と
は
原
理
上
興
れ
る
も
の
を
意
味
し
て
.ゐ
る
こ
と
に
氣

.

が
つ
，か
な
い
。
最
初
の
こ
の
無
意
識
的
差 

興
が
、
後
の
段
階
に
お
い
て
遂
に
鋭
い
對
立
に
ま
で
導
く
に
至
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
從
っ
て
グ
レ
イ
ダ
ナ
、ス
は
、

.先
づ
こ
の
や
う
な 

ケ
イ
ン
ズ
の
章
句
を
麗
に
し
*

之
に
猶
め
て
重
要
な
る
意
義
を
與
へ
る
。

'

例
へ
ば
、
ケ
イ
ン
ズ
は「

改
革
論」

七
五
貝
で
、
貨
幣
の
效
用
に
っ
い
て
次
の
や
う
.
S

セ

「

貨
幣
そ
れ
自
體
は
、
そ
の
交
換
價
値
、 

即
ち
い
は

I

れ
が
賈
ひ
得
る
物Q

效
用
か
ら
得
ら
れ
f

の
を
除
い
て
、
何
等Q

效
用
を
持
た
な
い
と
い
ふ
賽
か
ら
、
理
論
は
流 

れ
出
る」

と
。
所
が
こ
れ
と
は
内
容
Q

t

f

sを
.七
八

頁

で

了

、ニ
ル
か
ら
引
用
し
、
見
っ
之
を
是
認
し
て
ゐ
る
。
ケ
イ
ン
ズ 

羞

ふ

「

こ
の
こ
と
は
マ
丨
シ
ャ
ル
の
次
の
慕
の
中
に
最
も
よ
ぐ
概
括

3
れ
る
。
即
ち『

通
貨
の
證
に
お
い
て
資
源
の
大
な
る
支 

配

I

っ
こ
と
は
、
人
々
の一

業
を
容
易
且
っ
圓
滑
な
ら
し
め
、.取
引
に
お
い
て
有
利
な
地
位
に
彼
等
を
置

く

』
(

1

1

:

1

1
 

0

1
 m
o

m
m

f

 

L

デ

3
0
」

と
。
グ
レ
イ
ダ
ナ
ス
は
、
こ
の
二
つ
の
.說
明
に
重
要
な
る
根
本
的
差
異
の
あ
る
こ
と
を
指
摘 

‘

グ
レ
イ
ダ
ナ
ス
薄「

ケ
イ
'！
/

理
論
の
醫

』

. 

r
,

 

一

(

ヒ
ロ
ン



グ
レ
イ
ダ
ナ
ス
著
1
ケ
'イ
，ン
.ズ
經
濟
理
諭
，の
發
展
J
_ 

I
I

四

/(

七
ニ 
0)

す
る
の
で
あ
る
。
蓋
し
，

マ
ー
シ
ャ
ル
に
よ
れ
ば
*
通
貨
の
保
有
者
は
よ
o
よ
き
取
引
上
の
地
位
に
あ
る
か
ら
、
通
貨
を
保
有
す
る
こ 

と
に
科
益
が
あ
り
、
そ
れ
故
に
，こ
そ
貨
幣
に
效
用
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
ケ
イ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
•

貨
幣
は
そ
れ
を
以
っ
て
他
の
財
を
獲 

得
し
得
る
が
故
に
こ
そ
、
效
用
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
貨
幣
の
效
用
は
、
貨
幣
が
交
換
に
お
い
て
與
へ
る
利
益
で
あ
る
と
看
做
す 

マ
ー
シ
ャ
ル
と
ー
眾
に
交
換
の
可
能
性
か
ら
得
ら
れ
る
と
見
る
ケ
イ
シ
ズ
の
間
に
は
、
眞
に
根
本
的
差
異
が
あ
る
。
' グ
レ
イ
ダ
ナ
ス
は
、 

「

貨
幣
の
效
用
を
形
成
す
る
も
の
は
、
人
於
貨
幣
で
も
つ
て
財
を
買
ひ
得
る
と
い
ふ
事
實
で
は
な
い
。
蓋
し
.こ
の
こ
と
は
あ
ら
ゆ
^
財
を 

も
っ
て
爲
さ
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
否
貨
幣
が
交
換
に
お
い
て一

餍
有
利
に
財
を
獲
得
し
得
る
と
い
ふ
事
實
で
あ
る」

と
一K

ひ(
P
.

チ)

、 

..マ
ー
シ
ャ
ル
の
主
張
を
正
し
い
と
す
る
の
で
あ
るo

か
く
の
如
く
、
ケ
イ
ン
ズ
は
マ
I
シ
ャ
ル
に
立
脚
し
た
と
自
分
で
信
じ
な
が
ら
も

、

そ
の
實
マ
ー
シ
ャ
ル
か
ら
離
反
し
て
ゐ
た
の
で 

あ
る
が
、
こ
の
や
う
な
例
は
、
彼
等
が
ア
ー
ヴ
ン
グ
V
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
に
よ
.っ
て
發
展
さ
れ
た
數
量
說
に
反
對
す
る
方
法
の
中
に
も
又 

見
出
さ
れ
る
。

マ
ー
シ
ャ
ル
は
*
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
方
程
式
に
關
聯
し
て
一K

ふ
。
n然
し
こ
の
同
一
の
說
明
は
、通
貨
の
流
通
速
度
を
支 

配
す
る
諸
要
因
を
汞
さ
な
い
。
そ
れ
等
を
發
見
す
る
爲
に
は
、
我
々
は
國
民
が
通
貨
の
形
態
で
保
有
し
よ
う
と
す
る
購
買
力
の
大
い
さ 

に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ」

.と

(Marshall, 

ibid: 

p. 

4
3
0
0

他
方
ケ
イ
ン
ズ
は
、

マ
！

ン
ャ
ル
に
從
っ
で
、

人
々
が
通
貨
の
形 

態
で
保
有
し
よ
う
と
す
る
現
金
量
か
ら
出
發
し
て
方
程
式
を
う
ち
建
て
、
そ
れ
を
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
方
程
式
と
比
較
し
て
、「

そ
れ
は
結 

局
同
じ
も

.の
と
な
る
。
上
述
の
公
式
か
ら
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
公
式
に
移
行
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る」

と
云
ふ
の
で
あ
る(Keynes, 

ibid., 

p. 

78. )

o
こ
の
や
う
に
、

で
ー
シ
ャ
ル
に
と

‘っ
て
最
も
本
質
的
で
あ
っ
た
も
の
を
、
ケ
イ
ン
ズ
は
そ
の
固
有
の
價
値
に
お
い
て 

評
價
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

、 

- 

.か
く
の
如
き
例
は
ま
だ
あ
る
。
前
述
し
た
ゃ
ぅ
に
マ
し
シ
屮
ル
に
ょ
れ
ば
"
貨
幣
價
値
は
、
貨
幣
を
用
ふ
る
こ
と
に
よ
っ
て
坐
ず
る

■取
引
上Q

有

利

息

た

め

に

学

るQ

で
あ
る
が
、
ケ
イ
ン
ズ
は
、
他Q

箇
所
で

•「

こ
S

貢

力Q

大
い
さ
は
、

一
部
は
國
民
の
富 

に
一
街
は
そ
の
習
慣
に
依
存
す
る」

?
 

7
6
0
と

云
ふ
。

ケ
イ
ン
ズ
は
*」

T

シ
ャ
ル
が
S

し
た

「

有

利

さ」
を
考
慮
せ
ず

し

て

、 

'「

國

證

里
び
そ
の
習
慣」

か
ら
出
發
す
る
。
だ
が
、
グ
レ
イ
ダ
ナ
ス
は
兩
者q

主
張
に
矛

盾

を

認
め
な
い
。

f

で
.‘は

響

の

f

 

そ
れ
I

れ

て

居

な

い

.の

で
あ
つ
て
、
た

f

シ
ャ
ル
の
理
論
は
一
般
的
で
あ
り
、.

ケ

イ

丨

ン

ズ

の

そ

れ

は

特

殊

的
で
あ
る
と
考
へ
る

西 

、

「

貨
幣
論」

に
お
い
て
、

ケ
イ
ン
ズ
は「

改
革
論」

と
は
全
く
異

つ
た
方
法
を
採
用
し
た
。
而
し
て
.マ

上

ャ
ル
や
他
の
古
典
學
派
理
論 

か
ら
の
離
反
は
益
|

要
と
な
る
。

グ
レ
イ
グ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
の
離
反
は
、
先
づ
第
一
f

お
け
る
貨
幣
の
議

.か
ら
始
ま
る
と
。 

ケ
イ
ン
ズ
は
價
値
尺
f

し
て
の
貨
幣
の
職
能
を
霧
の
本
質
的

.特
質
i

做
し
、
そ
の
見
地
か
ら
貨
幣
問
題
I

る
の
，で
あ
る
が
'
. 

マ
丨
シ
ャ
ル
は
交
換
手
段
と
し
て
の
職
能
を
重
視
す
る
。
從
つ
て

了

シ
，ャ
ル
の
立
場
よ
り
す
れ
ば
、
貨
幣
を
需
要
す
I

と
は
意
味 

あ
，る
こ
ヒ
で
.

|
が
，
ケ
イ
ン
ズ
の
や
う
に
價
値
炱
度
を
慕
の

|

と
す
る
彥
よ
り
す
れ
ば
、
貨
幣
を
所
有
す
i

と

は

不
么 

,

1
な
る
。
故
に

ケ
イ
ン
ズ
の
主
張
は

了

シ

，
ル
の
說
t

の
强
い
離
反
で
あ
り
、

マ
丨

、
ン

ャ

，
ル

の

理

論

I

成
す
る
|

を
破
壌

ヵ

く

し

て

「

貨

幣

論

」

\
で

示

さ

れ

た

貨

幣

理

論

は

、「

改
_

の
言

に

、
貨
幣
の
形
態
で
議
を
持
た
う
と
す
る
欲

望

に

霖

關

係

. 

し
な
い
。「

貨

露

」

で
は
、
ケ
イ
ン
ズ
は
貨
幣
と
景
氣
變
動
と
の
關
係
に
興
味
を
持
ち
、
問
題
の
所
謂
璧

的

側

面

を

見
る
。
そ

し

て
 

「

改
身
論」

に
お
け
る
や
う
な
明
.m
な
均
等
を
示
す
方
程
式
を
打
ち
建

て

よ

う
と

せ

ず

、

寧
ろ
不
均
等_

.

.即
ち
貯
蓄
矣
資
の
不

I
 

丨

|

す
方
程
式
に
達
し
よ
う
と
す
る
。

こ
の
不
均
等
に
よ
つ
.で
.、
ケ
イ
ン
.ズ
は
企
議
の
利
潤

I

明
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。

グ
レ
イ
ダ
ナ
ス
裁「

ケ
イ
ン
ズ
經
濟
理
論
の
發
展
し 

' 

, 

一
一
玉

.

.

5

5



.

グ
レ
イ
ダ
ナ
^
著
1>
イ
ン
ズ
'經
濟
理
論
の
發
展」

：

.. 

ニ

六

.(

七
ニ
ニ 

V 

.

グ
レ
イ
ダ
ナ
ス
は
續
い
て
ケ
イ
ン
ズ
の
f
本
方
程
^

,
擧
げ
、
之
に
若
干
の
批
判
を
與
べ
ズ
ゐ
'る
。
然
し
之
は
周
知
の
問
題
で
あ
る 

の
で
、
こ
、
に
紹
介
す
る
必
要
も
な
か
ら
ぅ
。

.

:

•
.,
五

.

.

.
■
:/

.

.

. 

'' 

.

次

^

は̂「

一
皮
理
論」
に
進
む
。
こ
、
で
ケ
イ
ン
ズ
は
、「

貨
幣
^.」

に
お
け
る
貯
蓄
投
資
の
不
均
等
說
を
放
棄
し
貯
蓄
投
資
は
必 

然
的
に
均
等
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
主
張
す
る
。「

貨
幣
論」

で
、
貯
蓄
投
資
の
差
異
に
よ
っ
て
利
潤
又
は
損
失
を
說
明
し
よ
ぅ
と
し
た 

ケ
イ
ン
ズ
が
、「

一

般
迦
論」

に
お
い
て
反
對
の
：結
論
に
達
し
、
新
宙
典
擎
派
に
反
對
し
て
、
貯
蓄
投
資
の
均
等
を
主
張
し
た
と
と
は
興 

.味
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
點
に
づ
い
て
グ
レ
イ
ダ
ナ
ス
は
若
干
論
じ
て(

ゐ
る
が
、
筆
者
も
本
懿
三
|月
號
.に
お
い
て
こ
の
.問
題
を
詳
し 

く
取
扱
つ
た
の
で
ぐ
こ
、
で
は
省
略
す
.る
。 

'

\ '

.

「

一般理において、

i

イ
ン
ズ
，が
古
典
學
派
と
對
立
す
る
主
要
也
る
點
は
、
失
業
の
問
題
と
利
子
率
決
定
の
問
題
で
あ
る
。 

ケ
イ
ン
ズ
は
衮
ふC

.

古
典
學
派
に
よ
れ
ば
売
全
雇
傭
の
狀
態
が
想
定
さ
れ
•
失
業
は
勞
働
者
が
何
等
.か
の
障
碍
に
よ
っ
て
限
界
生
產 

力
にIV

し
い
實
質
貧
銀
を
受
取
る
こ
と
が
出
來
な
い
か
、
或
は
何
等
か
の
理
，由
で
か
、
る
賃
銀
を
受
取
る
こ
と
を
拒
む
場
合
に
し
か
起 

b
得
な
い
と
。
即
ち
古
典
學
派
に
よ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
失
業
が
自
發
的
か
或
は
摩
擦
的
な
の
で
あ
る
9
所
が
グ
レ
イ
ダ
ナ
ス
は
、
ケ
イ 

ン
ズ
の
か
、
る
非
難
は
古
典
理
論
.に
歸
せ
ら
る
ベ
き
で
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る0

グ
レ
イ
ダ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
商
品
の
價
格
維
持
が
ス 

:

ト
ッ
ク
の
增
加
を
來
た
す
と
い
ふ
事
實
に
っ
い
て
、
ケ
イ
ン
ズ
よ
り
も
一
層
强
い
確
信
を
持
っ
て
ゐ
る
經
濟
學
者
が
確
に
多
く
居
た
。 

彼
等
は
又
、
賃
銀
を
他
の
諸
價
格
に
比
し
て
人
爲
的
に
髙
く
維
持
す
る
こ
と
^
用
ひ
ら
れ
ざ
る
勞
働
に
導
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
類
似 

の
見
解
を
持
っ
て
居
た
。
而
し
て
若
し
信
用
の
缺
乏
に
よ
っ
て
商
品
に
對
す
る
薷
■要
が
減
少
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
商
品
の
價
格
は 

茜
だ
し
く
下
落
す
る
で
あ
ら
う
こ
と
を
認
め
、
又
勞
働
者
の
報
酬
に
對
し
て
も
同
じ
こ
と
を
認
め
て
居
た
。
そ
れ
故
、
グ
レ
イ
ダ

ナ
ス

は

古
抑
學
派
，は
ケ
イ
ン
、スQ

批
判
に
よ
つ
て
影
響
さ
れ
.る
も
の
で
な
く
、
ケ
イ
ン
ズ
に
よ
つ
て
政
擊
さ
れ
て
ゐ
る
點
は
そ
の
理
論
ひ 

必
要
な
部
分
で
は
な
い
と
、
信
ず
る
の
で
あ
る

9
 2

1
0
0

然
し
グ
レ
イ
ダ
ナ
ス
の
ケ
イ
ン
ズ
に
對
す
る
こ
の
反
對
は
不
充
分
で
あ 

る
。
屋
し
貨
銀
を
高
く
維
持
す
る

こ

と

が

失

業

，
の

.原
因
と
な
り
、
且
つ
信
用
の
缺
乏
に
よ
•つ
て
貨
幣
賃
銀
が
他
の
物
憤
と
共
に
下
落
す 

る
こ
と
を
認
め
て
ゐ
て
も
、
こ
の
こ
と
は
失
業
が
非
自
發
的
に
生
ず
る
こ
と
を
認
め
て
ゐ
た
こ
と
に
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
るo 

-

ケ
イ
ン
ズ
は
、
古
典
學
派
に
よ
つ
.て
認
め
ら
れ
た
摩
擦
的
失
業
と
自
發
的
失
業
，の
外
に
、
非
自
發
的
失
業
の
存
在
を
明
ら
か
に
す
るo 

非
自
發
的
失
業
の
定
義
は
次
の
如
4

あ
る
。
即

ち「

賃
銀
財
の
價
狢
が
貨
幣
賃
銀
に
比
し
て
少
し
く
騰

貴

す
る

場

合

、

若
し
そ
の
寺
 

の
貨
幣
|
銀
で
{f
か
う
と
欲
す
る
勞
儆
の
總
供
給
量
と
、
そ
の
賃
銀
で
雇
入
れ
よ
う
と
す
る
勞
働
の
總
需
要
量
が
共
に
、
規
左
の
1
喃 

量
よ
り
大
で
あ
る
な
ら
ば
、
人
々
は
非
自
發
的
に
失
業
し
て
ゐ
る」

と

(
G
e
n
e
r
a
l

 

T
h
e
o
r
y
,

 

p. 

1
5
.)。

グ
レ
イ
ダ
ナ
ス
は
、
と
の
宅 

義
も
決
し
て
滿
足
な
も
の
で
な
い
.と
考
.へ
.る
。
藍
し
同
じ
狀
態
：が
又
自
發
的
失
業
に
よ
つ
.て
も
充
た
さ
れ
る
か
ら
で
あ
るo

今
賃
銀
が 

週
说
志
で
あ
り
、
こ
の
賃
鈒
で
働
か
う
と
欲
す
る
十
萬
人
の
失
業
者
が
居
认
、
し
か
も
一
雇
主
は
こ
の
賃
銀
で
そ
れ
等
の
勞
働
者
に
仕
事 

を
提
供
す
る
こ
と
は
出
來
ず
、
そ
の
結
果
こ
れ
等
十
萬
人
が
失
業
し
て
ゐ
る
と
想
像
す
る
。
更
に(

W
-
1
)

志
の
賃
銀
で
雇
主
は|

萬
、 

多
く
雇
入
れ
得
る
と
す
る
。
グ
レ
イ
ダ

ナ
ス
は
こ
の
狀
態
は
自
發
的
失
業
•，の
一
つ
で
あ
ら
う

i

ふ
。

こ
0
や
う
な
狀
態
に
お
い
て
、 

賃
銀
財
の
價
格
が
少
し
く
騰
貴
す
る
な
ら
ば
、
華

の

集

家
は
そ
.の
坐
產
物
か
ら
h

高
い
報
酬
を
受
け
、
勞
働
に
對
す
る
需
要
は 

it
加
す
る
で
.あ
ら
う
。
而
し
て
現
在
の
貨
幣
赁
銀
で
觸
か
う
と
す
る
勞
働
の
總
供
給
は
、
現
在
の
雇
傭
量
よ
り
も
大
と
な
る
で
あ
ら
う
0 

，故
に
自
發
的
失
業Q

埃

合

も

ケ

イ

ン

K

が
非-U5

發
的
集

に

對
し
て
與
へ
て
ゐ
る
定
義
と
全
く
一
 

致
す
る
で
あ
ら
う
と(P. 

2
2
)
0

 

.然
し
グ
レ
イ
ダ
ナ
ス
の
擧
げ
て
ゐ
る
や
う
な
失
業
は
、
決
し
て
自
發
的
失
業
で
は
な
いc

そ
の
賃
銀
で
働
か
う
と
欲
し
て
.も
働
き
得
な 

い
勞
働
者
の
存
在
す
る
場
合
、
從
つ
.て
物
慣
騰
貴
に
よ
つ
て
除
去
さ
れ
得
る
や
う
な
非
自
發
的
失
業
の
一
つ
で
あ
る
。

グ
.
レ

イ
ダ
ナ
ス
'著「

ケ
イ
ン
ズ
經
濟
现
論
の
發
展」 

ニ

七

(

七
ニ
三〕

、



グ
レ
イ
ダ
ナ
ス
著「

ケ
イ
ン
ズ
純
濟
观
論
の
發
展」 

1
1

八

(

七
ニ
四)

「
一
般
现
論」

の
最
も
優
れ
た
部
分
は
、
第
四
編
で
あ
る
。
.そ
こ
で
ケ
イ
ン
ズ
は
、
古
典
學
派
の
利
子
論
を
批
判
し
、
彼
自
身
の
驚
く 

べ
き
理
論
を
展
開
す
る
。
.こ
の
利
子
論
に
對
し
て
.ば
、
グ
レ
イ
ダ
ナ
ス
も
多
く
の
安
當
性
を
.認
め
る
。
先
づ
、
利
子
率
は
資
本
財
の
豫 

想
收
益
又
は
资
本
財
の
限
.界
效
率
に
ょ
つ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
な
'い
と
异
ふ
ケ
イ
ン
ズ
に
全
く
賛
成
す
る
。
盖
し
資
本
財
の
豫
想
收 

.益
及
び
肌
界
效
率
は
' 
資
本
の
需
要
に
對
し
て
の
み
影
響
す
る
，'要
因
で
あ
つ
て
•、
資
本
の
供
給
に
對
し
て
影
響
す
る
要
因
で
は
な
い
か 

ら
で
あ
る
。
我
々
は
、
需
要
に
影
響
す
る
要
因
の
み
を
硏
究
す
.る
こ
と
に
ょ
つ
て
資
本
の
價
格
た
る
利
子
を
說
明
す
る
こ
と
は
當
然
不 

可
能
で
あ
る
と(pp. 

3
T
2
0
O
.

グ
レ
イ
ダ
ナK

は
、
ケ
イ
ン
ズ
の
利
子
論
に
多
く
の
長
所
を
認
め
る
。
そ
の
第I

の
長
所
を
、
彼
が
そ
の
著
n貨
幣
の
價
値」

(
T
h
e

 

Value 

of M
o
n
e
y
)

で
用
ひ
た
と
同
じ
概
念
を
、
ケ
イ
.ン
ズ
が
そ
の
利
子
論
で
使
用
せ
る
こ
と
の
中
に
認
め
る
。
グ
レ
イ
ダ
ナ
ス
が 

貨
幣
價
値
の
說
明
に
用

.ひ
た
概
念
を

' 
ケ
イ
ン
ズ
は
利
子
率
の
說
明
に
用
ひ
た
の
で
あ
る
。
趴
ち
雨
#
は
共
に
、
人
々
が
流
動
性 

(liquidity)

を
持
た
ぅ
と
す
る
欲
求
を
强
調
し
、
前
#
は
こ
の
こ
と
か
ら
流
動
性
そ
れ
自
體
が
或
價
値
を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
結
論
し
、 

後
者
は
.利
子
率
ば
流
動
性
を
手
放
す
こ
と
に
對
す
る
報
酬
で
■あ
る
と
一K

ふ
の
で
あ
る
。
要
約
ず
れ
ば
、
;3
0前
者

は「

貨
幣
の
數
量
と
、
利 

子
率
と
比
較
さ
れ
た
る
流
動
性
の
收
益
か
ら
出
發
し
て
-
'貨
幣
價
値
を
見
出
さ
ん
と
し
、’.後
背
は
.、
貨
幣
の
數
量
と
、
流
動
性
に
對
す 

る
欲
求
か
ら
出
發
し
て
、
利
子
率
に
達
せ
ん
と
す
る
。」

(P. 

3
2
.〕

グ
レ
イ
ダ
ナ
ス
は
/
續
い
て
ケ
イ
ン
ズ
利
子
論
の
恶
礎
を
な
す
次
の
文
を
引
用
し
、
之
は
注
目
す
べ
き
理
論
で
あ
る
と
云
ふ(P. 3

3
0
。 

即
ち
、 

• 

. 

' 

' 

.

ノ 

.

「

個
人
の
心
现
的
時
期
選
櫸(til-preferences).

は
こ
の
選
擇
を
完
全
に
遂
行
す
る
爲
に
、
異
れ
る
ニ
組
の
決
意
を
必
要
と
す
る
。 

第
一
の
も
の
は
、
消
費
性
向(propensity 

to c
o
n
s
u
m
e
)

と
呼
ば
れ
る
時
期
選
擇
に
關
聯
し
、
そ
れ
は
第
三
編
で
述
べ
た
種
.々
の
動

機
の
影
響
の
も
と
に
作
用
し
、
各
個
人
が
そ
の
所
得
'の
^

程̂
を
消
費
し
、
如
何
程
を
將
來
の
消
費
の
或
支
配
の
形
式
で
保
留
す
る
か 

を
決
定
す
る
。 

.

「

こ
の
決
意
が
爲
さ
れ
'る
と
*
も
ぅ
一
つ
の
決
意
が
彼
を
待
つ
て
ゐ
る
。
即
ち
、彼
が
經
常
的
所
得
か
ら
か
或
は
以
前
'の
貯
蒂
か
ら
か 

保
留
し
た
と
こ
ろ
の
將
來Q

消
費
に
對
す
る
支
配
を
如
何
な
る
形
式
で
保
持
す
る
か
と
い
ふ
決
意
之
.で
あ
る
。
彼
は
そ
れ
を
直
接
の
流 

動
支
配
の
形
式(

即

ち

貨

幣

又

は

そ

の

等

値

物
：}

で

保

，有

し

ょ

ぅ
■と
欲
す
る
の
.か
。
或
は
特
定
又
狱
不
定
期
問
、
直
接
的
支
配
を
手
放
し
、 

そ
れ
を
彼
が
如
何
な
る
條
件
で
特
定
財
に
對
す
る
延
期
さ
れ
た
る
支
配
を
一
舣
財
に
對
す
る
直
接
的
支
配
に
變
へ
得
る
か
を
決
定
す
ベ 

き
將
來
の
市
場
狀
態
に
委
ね
よ
う
と
す
る
か
。
換
言
す
れ
ば
、
彼
の
流
動
性
選
擇

9
会

2:
4*
.
5
§̂
1
1<
^

)

.
の

程

度

は

ど

う

で

あ

る

「

從
來
の
利
子
論
の
誤
譲
は
、
心
理
的
時
期
選
擇
の
こ
れ
等
二
つ
の
要
素
の
中
、
第
二
.の
も
の
を
等
閑
に
し
て
、
第
ー
の
も
の
か
ら
利 

子
舉
を
引
出
さ
う
と
試
み
る
こ
と
に
存
す
る
こ
と
が
、
分
る
で
あ
ち
う
。
栽
々
が
修
芷
し
よ
う
と
努
め
，ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
ご
の
等
閑 

さ
で
あ
る」

と
。(

Q
s
e
r
a
l

 

Theory, 

p. 

166,) 

：

..

こ
の
や
う
に
ケ
イ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
利
子
率
決
定
に
は
二
つ
の
要
素
が
あ
り
、
從
來
の
现
論
は
そ
の
一
つ
を
無
視
し
た
の
で
あ
る
。
然 

し
ダ
レ
.イ
グ
ナ
ス
は
、
ケ
イ
ン
ズ
自
身
他
方
を
無
視
せ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
と
沄
ひ
、
次
の
文
を
引
用
す
る
。
即

ち「

利
子
率
は
貯 

蒂
义
は
待
つ
こ
と
そ
れ
自
體
に
.對
す
る
報
酬
で
.あ
り
得
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ら
う

o
i蓋
し
人
が
現
金
で
彼
の
貯
藉
を
退
蔵
す
る
な 

ら

ば

た
と
へ
彼
が
以
前
と
同
額
を
貯
蓄
し
て
も
*
全
然
利
子
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
反
對
に
、
利
子
率
と
は
特
定
期
間
：

i

動
性
を 

手
放
す
こ
と
の
報
酬
で
あ
る
と
宛
義
さ
れ
得
や
う
。
蓋
し
利
子
率
は
I
本
來
、
貨
幣
額
と
*
貨
幣
に
對
す
る
吏
配
を
、
債
權
と
交
換
に
\

1

定
期
間
手
放
す
こ
と
に
よ
つ
て
獲
得
さ
れ
得
る
も
の
と
の
間
の
逆
比
例
以
外
の
何
物
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る」

(

0

n>
,ロ
ヰ
^Theory,

-
 

,
;
/ 

t 

グ
レ
イ
ダ
ナ
ス
著「

ケ
イ
ン
ズ
經
濟
理
論
の
發
展

u

1

一

九

.(

七
ニ H

O



.

へ

V

レ
イV

ナ
メ
考
ケ
イ
ン
，ズ

鬵

理
諭
の
.錢
展」

、

'
.
し 

3
 

0 

(

七」

5
 

p. 
1
6
7
0

と
。
と
の
ケ
イ
ン
ズ
の
文
はV

利
子
が
貯
蓄
の
み
に
よ
つ
.て
得
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、

I

定
期
間
流
動
性
を
手
放
す
こ
と
に 

よ
つ
.て
、
1
へ
ば
馨
額
を

if
券
に
替
へ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
得
ら
れ
る
の
で
あ
つ
.て
、
第
一
の
雲
は
無
視
さ
れ
て
ゐ
る
と
云
ふ
の 

で
あ
K
o

然
し
ケ
イ
シ
ズ
が「

利
子
率
は
貯
蓄
そ
れ
自
體
に
對
■す
る
報
酬
で
あ
り
得
な
い」

.と
い
ふ

の

は

、

利

子

率

が

，全

然

.
身

に
 

對
す
る
報
酬
で
は
な

S

と
い
ふ
の
で
.は
な
く
、
：貯
蓄
と
.利
子

率

の

.關

係

を

極

め

て

輕

視

.し
た
に
過
ぎ
な
い
の
.で
あ

.る
。
こ

の

こ

と

は

ケ

 

イ
シ
、ス
の

後

の

說

明

に

よ

つ

て

明

ら

.か

で

あ

ら

う

(
G
e
n
e
r
a
l

 

T
h
e
o
r
y
,

 

.
p
p
.

 

】7
5
-
l
s
o

ノ
。

次
に

•
ケ
イ
ン
ズ
は「
利
子
率
と
は
特
定
期
間
流
動
性
を
手
放
す
こ
と
の
報
酬
で
あ
る」

と
云
ふ
が
、
グ
レ
イ
ダ
ナ
ス
は
、
漱
動
性
を

手
放
す
こ
と
は
必
ず
し
も
利
子
を
生
む
も
の
で
は
な
い
.と
て
、
之
に
反
對
す
る
。
例
へ
ば
、
我
々
が
貯
蓄
し
I

幣
で
工
場
又
は
商
苦

.

.を
貿

.つ

.て
も
、
そ
れ
を
使
用
す
る
か
或
は
賃
貸
し
な
い
限
り
は
、
そ
れ
ら
は
何
等
の
利
子
を
坐
ま
な
い
。

し
か
も
建
物
を
賈
ふ
こ
と
に

よ

つ

て

、

我

々

は

流

動

性

を

手

放

し

て

.ゐ

る

.0

.同
様
に
商
人
が
商
品
を
買
入
れ
.る
時
、
流
動
性
を
手
放
す
け
れ
ど
も
、
利
子
を
獲
得
し

な
い
。
顧
客
が
そ€

商
人

t

商

愛

賈

ふ

な

ら

ば

、
商
人
は
利
子
I

得
す
る
が
、
そQ

利

子

は

篇

性

$

放
す
こ
と
か
ら
拳

る
の
で
は
なS

。

或
は
又
所
有
せ
る
貨
幣
を
以
つ
て
消
費
財
を
賈
ふ
人
は
流
動
性
を
手
放
す
け
れ
ど
も
、
何
等Q

利
子
も
得
な
い
。

か
く
し
て
.「

我
.•々
は
利
子
を
灣
す
る
こ
と
な
し
に
、
_
動
性
.がg

牲
に
さ
れ
る
多
く
の例

. ，V
l
g

し
得
る
が
故
に
、
利
子
は
流
動
性

拿
放
す
こ
と
か
ら
坐
ず

f

の
，
で

ぶ

い

こ

と

は

、

全

く

明

瞭

で

あ

る

」

と

。

他

方

-
人

々

は

現

金

並

に

證

券

の

形

態

で

資

産

を

保

有

し
よ
う
と
す
る
が
故
に
流
動
性
は
又
或
收
益
を
與
へ
る
。
か
く
し
て
、
ケ
イ
ン
ズ
の
利
子
論
は
殆
ん
ど
滿
足
な
も
の
で
は
な
い
と
、 

宏
ふ
の
で
あ
る
o
、

(

p
p
. 

34-5
.〕 

,

、グ
レ
イ

ダ
ナ
ス
は
次
の
や
う
に
結
論
す
る
。「

ケ
イ
ン
ズ
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
利
子
は
貯
蓄
か
ら
で
は
な
く
.流
動

性

の

霍

か

I

 

ず
る
。
こQ

E
1

に
對
し
て
、
私
は
流
動
性Q

霧

は

利

子

の

繁
で

は

.あ
り
得
な
い
.こ
き

主

張

し

た

。
蓋

し

流

動

吐

皆
々
利
子
を

生
む
こ
と
な
く
し
で
犧
靡
に
さ
わ
、
他
方
利
子
は
.

動
性
が
犠
牲
に
さ
れ
る
こ
と
な
く
し
て
現
は
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
政
、
利 

子
と
流
動
性
の
間
に
直
接
の
關
聯
は
全
然
な
い
。
而
し
て
兩
者
を
結
合
せ
ん
と
す
る
理
論
は
何
等
圯
當
性
を
持
た
な
い
も
の
で
あ
る
。. 

更
に
高
し
何
等
かQ

關
聯
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
.必
ずJ

も
因
果
關
係Q

そ
れ
で
は
な
い
。
我
々
は
ま
だ
何
故
流
動
性q
犠

牲

は

一
定
の
. 

報
酬
に
値
す
る
か
を
說
明
し
な
け
れ
ば
'な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
乙
れ
等
す
ベ
て
の
理
由
の
爲
に
、
私
は
ケ
イ
ン
ズ
の
利
子
論
は
支
持
し

勸
い
と
信
ず
る
の
で
あ
る」

と

9

00

5
0。 

• 

- ノ 

V
.
'

ケ
イ
ン

K

自
身
も
、
日
常
生
活
の
必
黑
か
ら
、
或
は
震
の
必
要
か
ら
、
或
は
不
慮
の
場
合
に
備
.へ
る
必
要
か
ら
讓
性
を
選
擇
す 

る
こ
と

は

、

利
子
率
と
直
接
關
係
あ
る
9
で
は
尨
く
、
寧
ろ
所
得
の
大
い
さ
に
關
係
し
、
唯
投
幾
的
動
機
か
ら
流
動
性
を
選
擇
す
る
こ
 

と
が
羽
子
率
と
關
係
の
あ
る
こ
と
を
認
め
て
ゐ
る(
G
i
l
r
a
l

 

T
h
e
o
r
y
,

 

p
p
.

 

1S
.

2
0P)

。•
從
つ
て
グ
レ
イ
ダ
ナ
ス
の
結
論
す
る
b

、
う 

に

流

動

性
^

手
放
す
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
利
子
が
坐
ず
る
4
は
5:
ひ
得
な
い
0
然
し
ケ
イ
ン
ズ
の
利
子
論
は
非
常
に
複
雜
で
あ
り
、
之 

に
對
す
ノ
グ

レ
イ
ダ
ナ
ス
.

の
說
明
と
批
判
は
■

簡
單
，な
.

の
で
、
之
I

つ
，
て

ケ

イ

ン

ズ

の

斑
論
I

定
し

て

し

ま

ふ

の
は
ギ
|

あ 

る

禾

子

論

は-

~般
Ji
r
Jの
核
心
で
あ
.るだ
け
に
、幾
多
學
者

.の
批
判
が

/

j

れ
に
集
中
さ
れ
て
ゐ

る0
こ

れ

ら

の

諸

批

判

に

照

し

て

.
、 

ケ
イ
ン
ズ
利
子
論
の
眞
僙
を
檢
討
す
る
こ
と
は
-

最
も
興
味
あ
る
問
題
で
あ
芯
が
、
又
最
も
困
難
な
.る
硏
究
の

1
0で
あ
ら
う
。

:
グ
レ
イ
ダ
.ナ
ス
は
、
以
上
.の
如
く
、
ケ
イ
ン
ズ
理
論
の
發
展
を
、「

貨
幣
改
革
論」

か
ら「

貨
幣
論」

、
更
に
"

般
理
論」

へ
.と
迪
り
、 

彼

ip
,
理
論
が
如
何
に
し

て

古
典
學
派
か
'ち
離
反
し
て
行
つ
た
か
を
示
す
の
で
あ
^0
本
著
に
お
け
る
彼
の
と
の
主
た
る
課
.題
は
大
體
達 

せ
ら
れ
た
と
1

5
て
ょ
.か
ら
う
o
然
し
僅
か
四
十
頁
に
過
ぎ
ぬ
小
册
子
に
-お
い
て
、
ケ
イ

シK

 Q

 

t

f
理
論
の
發
M
が
充
分
に
示 

さ
れ
ょ
う
窖
が
な
い
の
.で
あ
る
0

.

.

.

.

.
上
八
'

.

’• -
.、 

ぐ

.

.

•

グ
レ
イ
ダ
ナ
ス
著「

ケ
イ
/
ン
ズ
經
濟
理
論
の
發
抿
し 

C 

ニ

ニ
.

(
£
1
.

七)



,

.

.
グ
レ
イ
ダ
ナ
>.
著
1ケ
イ
ン
ズ
經
濟
现
論
の
發
展
し
, 

.
i
n

 
ニ 

，

(

七
二
八)

前
述
し
•た
や
う
に
*.
ケ
イV

ス
.の「

一
般
理
論」

は
ケ
.、不
！ Q

「

經
濟表

/
;

ア
ダ
ム

.
ス

ミ
ス
の「

國

富

論」

と
並

ん

で

、經
濟
學
說
史 

上
に
お
け
る
第
三
の
里
歡
を
た
て
る
も
の
と
言
は
れ
て
ゐ
る
。
本
書
に
よ
つ
て
理
論
經
濟
學
は
一
っ
の
新
し
い
道
を
與

へ
ら
れ
、
IT
I

J

し 

て
本
書
の
中
に
、
理
論
經
濟
學
の
主
要
問
題
は
す
べ
て
論
ぜ
ら
れ
て
ゐ
.る
力
從
つ
て
一
九
三

六
年
、
本
書
が
發

行
さ
れ
て
以
來
、
こ
れ 

に
關
す
る
論
文
は
、
筆
者
の
知
る
だ
け
で
も
、
外
國
に
お
い
て
數

十
を
算

へ
、
我

國

に
お
い
て
も
獷

々
現
は
れ
つ
、
あ
る
。
然
し
こ
れ 

等
の
多
く
は
、「

一
般
理
論」

の
一
部
を
取
扱
ふ
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
全
體
を
取
扱
へ
る
も
の
は
極
め
て
稀
で
あ
る
。
こ
れ
等
の
.中
に
あ
っ 

て
比
較
的
全
般
的
に
取
扱
つ
た
も
の
と
し
て
、
ホ
ウ
ト
レ
イ
の「

資
本
と
雇
傭」

(ffiawtrey'capital and 

E
m
p
l
o
y
m
e
n
t
.
)
、

ソ
ー
 

二
エ
の「

现
代
の
.貨
幣
理
論」

(saulnier, 

c
&
t
e
m
p
o
r
a
r
y

 

Monetary 

T
h
e
o
r
y
.
)
、

ア
モ
ン
の「

ケ
イ
ン
ズ
の
一
般
M
11
现
論」 

(
A
m
o
n
n
>
w
eynes*,, Allg'emeine

H
tr
n>
o
r
i
e 

der 

JBescll

p:f
t
j
g
u
n
g^

Ja

t3*
rbii:l*i

fi>r fUr 

National

c:konomie
、
1^7. 

w
d
v

 

1
VO
3
00
、

,

1
:
1
0
、
冲
山
俅
知
郞
博
土
’發
展
過
程
の
.均
衡
分
析
l等
を
擧
げ
ぁ
こ
と
.が
出
來
よ
う
。
こ
れ
等
は
何
れ
も
、
ケ
イ
ン
ズ
の
理
論
の
研
究 

に
見
逃
し
得
ざ
る
文
齓
で
あ
る
。
然
し
經
濟
學
研
究
に
日
淺
き
盏
、
或
は
ケ
イ
ン
ズ
に
初
め
.て
接
す
る
者
が
、「

一'般

现

論

.
を

理

解

し
 

よ
う
と
す
る
と
き
'*
こ
れ
導
の
批
判
書
に
よ
っ
て
は
、
甚
だ
し
く
困
難
を
覺

ゆ
る
で
あ

ら

う

。
そ
の
際
、
何
等
か
の
解
說
書
を
必
要
と 

す
る
。
こ

00
.1#
說
書
た
る
役
目
を
果
し
て
く
れ
る
の
が
、
中
山
饼
知
郞
博
士
編「

ケ
.イ
ン
ズ
一
般
理
論
解
說j

で
あ
る
o 

.

.

.

本
書
は
、
中
山
伊
知
郎
博
士
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
巽
ノ
大
島
深
田
、
兒
玉
四
君
の
.分
擔
に
よ
っ
て
成
れ
る
，も
の
で
あ
る
。「

前
書」

に
よ 

れ
ば
、
中

|1
!
博
士
は「

ー
般
现
論J

を
昭
和
十I

年
度
の
商
大
プ
ロ 

•ゼ
ミ
ナ
.
1
.
ル
の
用
書
に
選
定
さ
れ
、
四
哲
.は
何
れ
も
こ
<D
讀
書
會

•- 

に
-參
加
さ
れ
た
學
坐
で
あ
り
、
こ
の
四
君
が
.卒
業
の
土
産
と
し
て
殘
さ
れ
た
ケ
イ
ン
ズ
讀
破
の
記
錄
が
、
こ

の「

ケ
イ
ン
ズ
一
般
理
論 

解
說」

.で
あ
る
と
。 

’ 

..
 

.

中
山
博
士
は
、
旣
に「

發
.展
過
程
の
均
衡
分
柝」

に
ぉ
ぃ
て
詳
細
に
ケ
ィ
ン
ズ
を
論
ぜ
ら
れ
、
我
國
杧
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
研
究
の
第
一

人
素
で
あ
る
が
、
博
士
は
こ
の
解
說
書
の「

前
書」

に
お
い
.て
、
再
び「

一
般
理
論」

の
重
要
性
を
指
摘
さ
れ
、
之
に
對
す
る
栽
本
的
な
批 

判
を
投
げ
か
け
ら
れ
る
。
博
士
の 
一

K

は
れ
、る
.や
ぅ
に
、
-理
論
經
濟
學
上
の
問
題
の
解
決
が
ヶ
ィ
ン
ズ
に
ょ
っ
て
終
局
的
に
與
へ
ら
れ
た
.
 

の
で
は
な
い
。「

一
般
理
論」

を
め
ぐ
る
幾
多
の
批
判
、
殊
に
否
定
的
な
批
判
の
存
在
が
、
優
に
こ
.の
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
。「

一
般
理
論」 

は
經
濟
學
說
發
展
上
の
眾
な
る
茁
標
で
あ
っ
て
.、
.そ
れ
は
一
っ
の
重
要
な
る
方
向
を
指
示
し
た
に
出
ま
り
、
そ
の
方
向
へ
の
理
論
の
完 

成
に
は
尙
多
く
の
勞
作
が
m
ね
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
博
士
が
こ
へ
で
缺
點
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
點
は
、「

I

般
理
論」

が
初
め
か
ら
社
# 

的
、
總
！|

的
概
念
を
驅
使
し
て
、
.•こ
の
少
數
の
概
念
の
相
互
關
係
の
中
に
社
會
的
均
衡
の
一
般
條
件
を
求
め
る
こ

.
と
に
あ
る
.

0

例
へ
ば 

總
需
要
！
：數
と
總
供
給
函
數
とS

交
渉
に
ょ
っ
て
生
產
の
均
衡
を
規
定
し
、
總
體
的
な
投
資
と
貯
蓄
と
の
關
係
を
用
ひ
て
、
價
格
水
準 

の
運
動
を
規
宛
す
る
の
は
そ
の
.代
表
的
な
場
合
で
あ
る
が
、
こ
の
や
ぅ
な
總
體
的
概
念
の
上
に
理
論
を
築
き
あ
げ
る
こ
と
は
ノ
屢
々
そ 

0
根
底
b
る
個
々
の
現
象
へ
の
接
近
を
妨
げ
、
そ
の
結
果
と
し
て
出
來
上
っ
た
理
論
體
系
を
却
つ
て
不
鮮
明
な
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。 

彼
の
现
論
が
、「

個
別
的
分
析
に
ょ
っ
て
補
は
る
べ
き
多
く
の
點
を
持
っ」

と1K

は
れ
る
博
士
の
主
張
は
傾
聽
に
値
す
る
0

ヶ
ィ
ン
ズ
の
-1
一
 
般
理
論」

は
、
第

.一
編
序
論V

お
い
て
古
典
學
派
に
對
す
る
抗
議
と
r
般
理
論
の
構
造
が
述
べ
ら
れ
、
第
一一

編
で
諸 

概
念
の
定
義
が
與
へ
ら
れ
、
第
三
編
で
雇
傭
量
決
定
要
因
の
一
っ
で
あ
る
消
費
.の
性
向
が
論
ぜ
ら
れ
、
第
四
編
で
雇
傭
量
決
定
の
他
の 

要
因
た
る
投
資
.の
誘
因
が
、
資
本
の
限
界
效
率
と
利
宇
率
の
二
っ
に
分
け
て
，考
察
さ
れ
、
第
五
編
で
貨
幣
賃
銀
と
物
慣
の
問
題
が
取
扱 

は
れ
、
最
後
の
編
で
景
氣
變
動
そ
の
他
に
關
す
る
覺
書
が
載
せ
、ら
れ
て
ゐ
る
。
然
し
こ
の「

一
般
理
論
解
說」

は

•全
體
を
四
部
に
分
け
、
 

第
一
部
は「

恶
本
問
題
“と
題
し
て
'「

貨
幣
論」

か
ら「

一
般
理
論」

へ
の
推
移
の
問
題
、
ヶ
ィ
.ン
ズ
の
古
典
學
派
に
對
す
る
抗
議「

一

般 

，理
論」

'の

靈

、
所
得
、
.投
资
、
貯
蓄Q

概
念
を
、
第
二
部
は
，「

生
產
量
決
定
：要
因
の
分
析
L(

上)

と
題
し
て
、
消
費
性
向
と
資
本
の

服
界
能
率
を
、
第
三
部
は
そ
の(

下)

と
し
て
、
利
子
論
を
、
第
四
部
は
物
價
と
景
氣
循
環
を
、
そ

れ

ぐ

取

扱

ひ

、
最
後
に
邦
文
々
献

• 

. 

• 

• 

■ 

.

グ
レ
小
、ダ
ナ
ス
箸「

ヶ
ィ
ン
ズ
經
濟
理
論
の
發
展」 

. 

.1

ニ

三

(

七
.ニ
九)



グ
レ
イ
ダ
ナ
ス
著「

ケ
イ
ン
ズ
經
濟
理
論
の
發
展」

. 

/
. ニ一

四

(

七
三
o)

を
揭
げ
て
ゐ
る
0

.

-
本

書

は
「

解
說」

と
題
さ
れ
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
'
實
際
は
、
解
說
と
批
判
の
中
間
書
と
5

方

が一.

層
內
容
に
相
應
し
い
。.
單
な
る 

解
說
書
で
.H

は
、
.

I
少
し
く 

I

に

妻

に

、

一
般
に
.理
解
さ
れ
易
い
や
う
禱
か
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
若
し
批
判
書
で
あ 

|

ら
ば
、
3

多
くQ

批

S

献
に
接
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
こ
の
孰
れ
も
が
充
分
滿
足
さ
れ
て
碧
い
。
殊

に

馨

は

本

書

の

9
 

ノ
ヵ「

所

指

.投
資

貯

蓄」

の
章
を
原
著
^.
他
の
文
献
と
比
較
し
っ
、
精
讀
し
て
、
こ
の
や
う
な
觀
を
抱
が
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で 

あ
ス
。
然
し
こ
の
故
に
本
書
を
麗
し
よ
う

.と
す
る
の
で
は
な
い
。
鍵
と
批
判
の
中
問
書
と
し
て
は
、
そ
の
大
い
な
る
價
値
を
認
め 

な
S

に
は
行
か
ぬ
。
特

.

S題Q
中
心
點'Q

把
握
、
推
理€

暴

さ

、
ケ
イ
.

X

ズ

講

S

す

金

し

論

識

等

は

、
本
書
の
誇
り 

と
す
る
所
で
t

う
。
こQ

言

1

5
、
中
山
博
士 

Q

f優

,
た
師
を
中
心
と
し
て
、
I

Q
ケ
イ
ン
ズ
硏
I

Q
討
論
を
俟
っ 

て
.初
め
て
出
現
す
f

Q
で
t

う
。
博
士
罢
は
れ
る
や
う
に
、「

學
生Q

時
期Q

.
S
I

程

、

虛

心

に

‘
純

粹

に

行

は

れ

f

 Q

は
な 

>

ケ
イ
ン
ス
に
っS

 

5

正

に

無

數

れ

.て
ゐ
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
却
っV

こ
れ
に21

は

れ

ざ

る

純

粹

薩

書

麗 

が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
.こ
の
解
說
に
存
舊
値
が
あ
る」

の
で
I

。
本
書
は
|

£

£
い
て
も
、
批
判
の
點
こ 

..お
い
て
も
幾
多
不
完
全
な
筒
所
が
見
受
け
ら
れ
る
。
然
し
こ
れ
は
學
生
諸
君
，の
チ
に
な
れ
f

の
で
あ
る

以

上

、

止

む

を
得
‘な
い
。
否
、 

反
對
に
I

諸
君

Q

t
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
こ
れ
程
優
れ
た
實
未

I

っ
て
現
は
れ
な
か
っ
た
で
あ
I

。
し
か 

も
本
書
に
よ
っ
て
難
解
な
ケ
イ
ン
ズ
謎
の
手
引
が
與
へ
ら
れ
た
こ
と
は
ノ
现
論
經
濟
學
界
.に
お
、け
る
大
き
な
喜
び
で
あ
る
。
突
 々

は
最
大
な
識
辭
を
、
罪
、
大
島
、
深
田
兒
玉
の
四
君
に
與
へ
、
最
大
の
感
謝
I

れ
等
の
指
導
に
當
ら
れ
た
中
山
博
士
に
捧
げ
る
。
こ 

れ
に
肋
け
ら
れ
て
、
我
國
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
硏
究
が一

震

く

深

く

.進

f

れ
、
こ
れ
に
刺
戰
さ
れ
.で
、
多
く
の
學
生
諸
君Q

硏
究 

熱
が
種
々
の
方
面
で.4

段
''と
發
揮
さ
れ
ん
こ
と
を
切
望
す
る
次
第
で
あ
るo 

.

マ

ス

A
丄

ス

印

度

支

那
に

お

け
る

(

政
策
と
發
展

_

■
Tilomas 

M
. wnnis, 

French 

iPolicy a
n
d 

D

alvelodmentsiy 

Indochina, 

1VO
3
6
.

下

田

博

Omam

ナ
ポ
レ
オ
ン

•
ボ
ナ

.パ
ル
ト
に
ょ
っ
て

「

眠
れ
る
獅
子

.し
と
呼
ぱ
れ
、
而
し
て
凡
そ
前
世
紀
(0
央
頃
ま
で
昏
々
と
深
き
眠
0
を
續
け
て 

ゐ
た
支
那
に
對
し
、
か
の
阿
片
戰
爭
を
轉
機
と
し
て
-
歐
米
列
强
の
侵
略
の
火
蓋
が
き
ら
れ
た
る
と
き
、
フ
ラ
ン
ス
の
對
支
經
略
は
、 

大
假
、
印
度
支
那
を
中
心
に
、
そ
の
附
近
に
勢
力
前
迆
據
點
を
求
め
っ
\

生
と
し
て
南
支
に
お
け
る
權
益
確
保
を
目
標
と
し
て
途
行 

せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

-
-

誠
に
、
怫
領
印
度
支
那
こ
，そ
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
支
那
、
就
中
、
南
支
攻
略
の
據
點
で
あ
り
'-
ま
た
そ
れ
ゅ
袅
に
こ
そ
今
次
日

支
事 

變
に
お
い
て
も
、

こ
れ
に
火
の
っ
く
こ
と
を
何
ょ
り
も
恐
れ
た
る
フ
ラ
ン
ス
は
、
西
北
赤
色
援
蔣
ル
ー
.ト
と
共
に
、
西
南
援
蔣
ル
ー
ト 

の 

一
■

と
し
て
、
そ
の
先
端
に
立
て
る
ィ
ギ
リ
ス
の
援
蔣
政
策
に
便
乗
し
、
、わ
が
打
倒
蔣
政
權
.
苋
亜
新
體
制
建
設
•の
た
め
の
聖
戰
の 

矛
を
遮
っ
た
の
で
あ
る
。 

‘

然
ら
ば
、

一

體
"
怫
領
印
度
支
那
と
は
如
何
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
。
一

佛
領
印
度
支
那
は
、
印
度
支
那
半
鳥
の
東
半
を
占
め
、

フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
た
る
交
趾
支
那
、
そ
の
保
襲
た
る
ト
ン
キ
ン
、
安
南
*

(

ト
ー
マ
ス
•
ィ
i
 
ニ
ス
著「

印
度
ナ
X.
那
に
杈
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
政
策
ミ
發
展
し

.
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