
経
済
発
展
と
産
業
構
造
―
―
経
済
史
へ
の
計
量
経
済
学
的
ア
プ
ロ
ー
オ
ー
‐

は

じ

め

に
―
―
産
業
構
造
と
は

経
済
発
展
を
ど
う
定
義
す
る
の
か
は
難
し
い
の
で
す
が
、
経
済
発

展
の

一
つ
の
側
面
と
し
て
、
実
質
の
所
得

（Ｇ
Ｄ
Ｐ
、
付
加
価
値
）

の
増
加
、
あ
る
い
は
生
活
水
準
の
向
上
が
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
で

し
ょ
う
。
そ
れ
で
は
経
済
発
展
と
経
済
成
長
と
は
ど
う
異
な
る
の
か

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
経
済
成
長
と
は
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
増
加
と

い
っ
た
連
続
的

・
量
的
な
変
化
に
焦
点
を
当
て
て
い
る

一
方
、
経
済

発
展
と
は
、
質
的
な
変
化
の
概
念
を
含
み
、
し
か
も
不
連
続
な
変
化

を
イ
メ
ー
ジ
す
る
場
合
が
多
い
よ
う
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
経
済
発

展
は
そ
の
定
義
上
か
ら
、
必
ず
何
ら
か
の
社
会
経
済
構
造
の
変
化
を

伴
い
ま
す
。

藤

川

清

史

「経
済
発
展
は
質
的
な
変
化
を
含
む
も
の
で
あ
る
」
と
定
義
し
た

の
と
矛
盾
す
る
よ
う
で
す
が
、
質
的
な
変
化
を
な
ん
ら
か
の
数
量
指

標
で
表
そ
う
と
す
る
の
が
経
済
学
の
ス
タ
ン
ス
で
す
。
そ
こ
で
、
経

済
成
長
が
集
計
さ
れ
た
所
得
の
変
化
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
質
的
な

変
化
と
は
当
該
経
済
の
部
門
間
の
構
成
や
関
係
が
変
化
だ
と
読
み
替

え
る
こ
と
に
し
ま
す
。
本
稿
の
目
的
は
、
そ
う
し
た
変
化
を
数
量
的

に
把
握
す
る
方
法
を
紹
介
す
る
こ
と
で
す
。

本
稿
で
は
、
社
会
経
済
構
造
の
変
化
の
う
ち
、
と
く
に

「産
業
構

造
」
の
変
化
に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の

「産
業

構
造
」
と
い
う
用
語
も
、
研
究
分
野
に
よ
っ
て
様
々
な
意
味
で
用
い

ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
す
こ
し
説
明
を
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
マ
ク
ロ
経
済
学
と
い
う
分
野
で
は

「産
業
」
と
い
う
概
念
が
あ
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り
ま
せ
ん
。
産
業
が

一
つ
し
か
な
い
と
い
っ
て
も
同
じ
で
す
。
そ
れ

を
い
く
つ
か
の
部
門
に
分
け
る
と

「産
業
経
済
学
」
と
い
う
分
野
に

な
り
ま
す
。
そ
の
産
業
経
済
学
に
も
い
く

つ
か
の
小
分
野
が
あ

っ

て
、
そ
れ
に
よ
っ
て

「産
業
構
造
」
の
意
味
合
い
が
異
な
っ
て
き
ま

す
。一

つ
め
は

「産
業
構
成
」
と
い
う
意
味
で
、
経
済
に
は
ど
ん
な
産

業
が
あ

っ
て
、
そ
れ
ら
が
ど
の
程
度
の
ウ
エ
イ
ト
を
占
め
る
か
と
い

う
こ
と
で
す
。
二
つ
め
は

「産
業
連
関
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
分

析
の
視
点
が
最
終
需
要

。
中
間
需
要

・
付
加
価
値
の
関
係
、
あ
る
い

は
産
業
間
の
投
入
産
出
の
関
係
に
立
ち
入
っ
て
い
ま
す
。
三
つ
め
は

「産
業
組
織
」
と
い
わ
れ
る
概
念
で
、
視
点
を
さ
ら
に
細
か
く
し
た

も
の
で
す
。
こ
れ
は
、
あ
る
産
業
部
門
を
そ
の
中
の
企
業
グ
ル
ー
プ

に
分
割
し
た
も
の
で
、
産
業
内
部
で
の
企
業
の
構
造
、
企
業
系
列
、

競
争
と
協
調
関
係
な
ど
を
研
究
対
象
に
し
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、

さ
ら
に
視
点
を
細
か
く
し
て
、
各
企
業
が
分
析
対
象
に
な
る
と
、
ミ

ク
ロ
経
済
学
に
な
る
わ
け
で
す
。

本
稿
の
目
的
は
既
に
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
「経
済
発
展
と
産
業

構
造
」
の
関
係
で
す
の
で
、
あ
ま
り
細
か
い
レ
ベ
ル
で
の
構
造
は
対

象
に
せ
ず
、
産
業
構
造
を

「産
業
構
成
」、
「産
業
連
関
」
と
い
う
意

味
で
用
い
る
こ
と
に
し
ま
す
。
本
稿
は
次
の
順
序
で
話
を
進
め
よ
う

と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
経
済
発
展
論

（あ
る
い
は
開
発
経
済
学
）
を

理
論
面
か
ら
眺
め
ま
す
。
経
済
発
展
論

に
は
、
古
典
派

（新
古
典

派
）
と
歴
史
学
派
と
い
う
二
つ
の
流
れ
が
あ
り
ま
す
の
で
、
第

一
章

で
は
そ
う
し
た
流
れ
を
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
第
二
章

で
は
新
古
典
派
理
論
に
立
脚
し
た
実
証
研
究
、
第
二
章
で
は
歴
史
学

派
の
延
長
上
に
あ
る
実
証
研
究
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。
な
お
、
両

者
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
異
な
る
も
の
の
、
使
わ
れ
る
デ
ー
タ
は
産
業
連

関
表
と
い
わ
れ
る
も
の
で
す
。
な
じ
み
の
な
い
読
者
も
多
い
と
思
わ

れ
ま
す
の
で
、
最
後
に
付
論
と
し
て
日
本
表
を
例
に
と
っ
た
産
業
連

関
表
の
解
説
を
添
付
し
ま
す
。

一
　

経
済
発
展
論

・
開
発
経
済
学

の
系
譜

経
済
発
展
と
い
う
概
念
を
取
り
入
れ
た
経
済
学
の
分
野
を
経
済
発

展
論
、
あ
る
い
は
開
発
経
済
学
と
い
い
ま
す
が
、
こ
う
し
た
分
野
に

も
や
は
り
学
派
が
存
在
し
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
簡
単
に
こ
れ
ら
に
つ

い
て
説
明
し
ま
す
。

０
古
典
派

学
派
の

一
つ
は
古
典
派

（あ
る
い
は
新
古
典
派
）
で
す
。
古
典
派

の
理
論
は
ア
ダ
ム

・
ス
ミ
ス
に
始
ま
り
ま
す
。
ス
ミ
ス
が

「国
富



論
」
を
著
し
た

一
七
七
六
年
は
産
業
革
命
の
初
期
で
し
た
。
ス
ミ
ス

は
、
国
富
と
は
工
業
生
産
で
あ
り
、
工
業
生
産
を
拡
大
さ
せ
る
た
め

に
は
、
資
本
蓄
積
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
き
ま
す
。
ス
ミ

ス
の
後
継
者
リ
カ
ー
ド
が

「経
済
学
と
課
税
の
原
理
」
を
著
し
た
の

は

一
八
二

一
年
で
、
そ
の
こ
ろ
に
は
、
産
業
革
命
の
問
題
点
が
表
面

化
し
て
き
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
穀
物
条
例
に
よ
り
農
産
物
価

格
が
上
昇
す
る

一
方
で
、
賃
金
も
上
昇
し
て
工
業
部
門
の
資
本
蓄
積

が
停
滞
し
始
め
ま
す
。
そ
こ
で
リ
カ
ー
ド
は
、
自
由
貿
易
で
穀
物
価

格
を
低
下
さ
せ
賃
金
上
昇
を
緩
和
さ
せ
る
と
と
も
に
、
貿
易
相
手
国

に
も
自
由
貿
易
を
強
制
し
て
工
業
部
門
の
利
潤
を
確
保
す
れ
ば
、
資

本
蓄
積
を
継
続
で
き
る
と
主
張
し
ま
す
。
こ
の
考
え
方
が
、
古
典
派

発
展
理
論
の
基
本
に
な
り
ま
す
。

一
八
七
〇
年
代
の
限
界
革
命
を
経
て
、
経
済
学
の
理
論
構
成
が
完

成
し
ま
す
。
そ
れ
以
降
、
古
典
派
経
済
学
は

「新
古
典
派
経
済
学
」

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
新
古
典
派
経
済
学
は
、
市
場
で

は
、
需
要
と
供
給
が

一
致
す
る
よ
う
に
価
格
が
両
者
を
調
整
す
る
能

力
を
重
視
し
ま
す
。
こ
れ
は
労
働
市
場
で
も
資
本
市
場
で
も
同
じ
こ

と
で
す
の
で
、
均
衡
状
態
で
は
労
働
者
や
資
本
設
備
を
完
全
に
雇
用

（利
用
）
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
長
期
的
に
は
Ｇ

Ｄ
Ｐ

（経
済
全
体
の
生
産
）
は
、
労
働
者
数
と
資
本
ス
ト
ッ
ク
で
決

ま
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
長
期
的
に
は
、
そ
れ
に
加
え
て
、
生
産
効

率
の
改
善

（技
術
進
歩
）
も
要
素
の
一
つ
で
す
。

新
古
典
派
が
伝
統
的
経
済
中
心
の
社
会
か
ら
市
場
経
済
社
会

へ
変

（２
）

化
す
る
様
子
を
描
写
し
た
も
の
に
二
部
門
モ
デ
ル
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
モ
デ
ル
で
は
、
そ
の
切
り
替
わ
り
を

「転
換
点
」
と
呼
び
ま
す
。

次
に
、
こ
の
モ
デ
ル
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

②
二
部
門
モ
デ
ル

新
古
典
派
モ
デ
ル
を
経
済
発
展
論
に
応
用
し
た
も
の
の
一
つ
に
二

部
門
モ
デ
ル
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
モ
デ
ル
は
発
案
者
の
名
前
よ
リ
ル

イ
ス
＝
モ
デ
ル
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
ル
イ
ス
＝
モ
デ
ル
の
基
本
構

造
を
図
１
に
示
し
ま
し
た
。
経
済
に
は
農
業
部
門
と
工
業
部
門
の
二

部
門
が
存
在
し
ま
す
。
簡
単
化
の
た
め
に
生
産
要
素
は
労
働
の
み
と

し
て
お
き
ま
す
。
左
側
が
農
業
部
門
で
右
側
が
工
業
部
門
で
す
。
労

働
者
は
、
図
示
し
た
よ
う
に
、
農
業
部
門
は
左
か
ら
、
工
業
部
門
は

右
か
ら
測
り
ま
す
。
図
中
の
曲
線
Ｒ
と
Ｖ
は
そ
れ
ぞ
れ
農
業
部
門
と

工
業
部
門
の
限
界
生
産
力
で
す
。
限
界
生
産
力
は
投
入
労
働
の
増
加

に
し
た
が

っ
て
逓
減
す
る
と
仮
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
モ
デ
ル
の

ポ
イ
ン
ト
は
、
農
業
部
門
と
工
業
部
門
で
の
分
配
方
法
の
違
い
に
あ

り
ま
す
。
図
中
の
∽
∽
）は

「生
存
水
準
」
を
表
し
て
い
て
、
農
業
部
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門
で
は
、
限
界
生
産
力
に
関
わ
ら
ず
、
生
存
水
準
だ
け
が
配
分
さ
れ

ま
す
。
工
業
部
門
は
利
潤
最
大
化
原
理
に
よ
り
限
界
生
産
力
に
等
し

い
賃
金
を
支
払
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
限
界
生
産
力
曲
線
が
工
業

部
門
の
労
働
需
要
曲
線
に
な
り
ま
す
。

当
初
こ
の
経
済
に
は
農
業
部
門
だ
け
が
あ
り
、
Ｏ
Ｑ
の
全
労
働
力

を
雇
用
し
て
い
ま
す
。
生
存
水
準
の
賃
金
を
払

っ
て
い
る
の
で
利
潤

を
度
外
視
し
た
分
配
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
こ
で
、
例
え
ば

外
国
資
本
が
こ
の
経
済
に
工
場
を
建
設
し
た
と
し
ま
す
。
従
来
こ
の

経
済
で
は
∽
∽
）だ
け
の
賃
金
が
支
払
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
す
の
で
、

工
業
部
門
は
現
行
賃
金
で
く
〇
）だ
け
の
労
働
者
を
雇
用
で
き
ま
す
。

残
り
の
Ｏ
く
は
農
業
部
門
に
と
ど
ま
り
ま
す
。
や
が
て
資
本
蓄
積

が
進
む
こ
と
に
よ
っ
て

（あ
る
い
は
技
術
進
歩
に
よ
っ
て
）
限
界
生
産

力
が
上
昇
し

（限
界
生
産
力
曲
線
が
左
に
シ
フ
ト
し
）、
工
業
部
門
で

の
雇
用
量
が
増
加
し
て
い
き
ま
す
。
農
業
部
門
と
工
業
部
門
の
限
界

生
産
力
曲
線
が
、
点
Ｘ
で
交
わ
る
ま
で
は
、
双
方
と
も
生
存
水
準
だ

け
の
賃
金
を
支
払
い
ま
す
が
、
さ
ら
に
工
業
部
門
の
限
界
生
産
力
が

上
昇
す
る
と
状
況
が
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
工
業
部
門
の
限
界
生
産
力

曲
線
が
破
線
よ
り
左
に
な
る
と
、
農
業
と
工
業
の
両
部
門
は
、
生
存

水
準
賃
金
で
雇
用
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
労

働
需
要
が
労
働
供
給
を
上
回
る
か
ら
で
す
。

つ
ま
り
、
農
業
と
工
業
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と
の
間
で
労
働
者
の
競
合
が
始
ま
り
、
賃
金
が
上
昇
し
始
め
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
労
働
力
余
剰
の
状
態
か
ら
労
働
力
不
足

へ
と
変
化

し
、
労
働
市
場
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
を

「転
換
点
」
と
呼
び
ま
す
。

こ
れ
は
伝
統
的
社
会
か
ら
近
代
的
な
社
会

へ
の
大
き
な
構
造
変
化
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

さ
て
、
日
本
で
こ
の
理
論
を
実
証
し
た
も
の
と
し
て
、
南
亮
進

（
一
九
七
〇
）
が
有
名
で
す
。
南
は
丹
念
な
実
証
研
究
に
よ
っ
て
日

本
が
転
換
点
を
経
験
し
た
時
期
を
探
そ
う
と
し
ま
す
。
南
は
、
（ア
）

戦
前
は
農
業
部
門
の
実
質
賃
金
は
限
界
生
産
力
の
二
倍
も
あ
る
が
、

戦
後
は
、
実
質
賃
金
と
限
界
生
産
力
と
の
相
関
が
高
い
こ
と
、
（イ
）

農
業
の
実
質
賃
金
は
戦
後
急
上
昇
す
る
こ
と
、
（ウ
）賃
金
格
差
は

一

九
六
〇
年
代
に
縮
小
し
始
め
る
こ
と
、
（
工
）
農
業
の
限
界
生
産
力
は

戦
後
に
急
速
に
上
昇
す
る
こ
と
な
ど
を
あ
げ
て
、
日
本
は

一
九
六
〇

年
を
中
心
と
す
る
数
年
間
に

「転
換
点
」
を
経
験
し
た
と
結
論
付
け

て
い
ま
す
。

こ
の
研
究
は
日
本
経
済
の
構
造
変
化
の
時
期
を
探
す
と
い
う
意
味

に
お
い
て
、
貴
重
な
研
究
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
は
何
故
こ
の

時
期
に
急
速
な
工
業
部
門
の
拡
大
が
起
こ
っ
た
か
と
い
う
理
由
に
つ

い
て
の
説
明
に
は
な

っ
て
い
ま
せ
ん
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
日
本

以
外
の
多
く
の
経
済
が
高

い
経
済
成
長
率

全局
度
成
長
期
）
を
経
験

し
ま
す
。
そ
こ
で
経
済
学
者
の
関
心
は
経
済
成
長
の
主
要
因
は
何
な

の
か
を
探
る
こ
と
に
移

っ
て
い
き
ま
し
た
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
生
産
量
の
増
加
は
、
労
働
者
の
増
加
と

資
本
ス
ト
ッ
ク
の
増
大
、
お
よ
び
生
産
効
率
の
向
上

（技
術
進
歩
）

で
説
明
さ
れ
ま
す
。
こ
の
う
ち
労
働
者
の
増
加
は
人
口
成
長
率
で
規

定
さ
れ
、
資
本
ス
ト
ッ
ク
の
増
加
は
貯
蓄
率
で
規
定
さ
れ
ま
す
。
こ

れ
ら
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
は
変
化
し
な
い
と
す
れ
ば
、
経
済
成
長
率

を
左
右
す
る
の
は
、
技
術
進
歩
率
の
大
き
さ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
現
在
で
も
、
各
国
の
潜
在
成
長
率
を
推
定
す
る
の
に
、
技
術
進

歩
率
、
あ
る
い
は
総
投
入
生
産
性

つ
『
”

↓
ｏ
一Ｌ

「
お
一Ｒ

”
【８
月
‐

”〓
一く
）
の
上
昇
率
を
推
定
す
る
と
い
う
作
業
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
二
章
で
い
く
つ
か
の
例
を
紹
介
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

③
歴
史
学
派

も
う

一
つ
の
学
派
は
歴
史
学
派
と
呼
ば
れ
ま
す
。
リ
ス
ト
や
シ
ュ

モ
ラ
ー
に
始
ま
る
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
は
、
産
業
構
造
の
変
化
と
経
済

発
展
の
段
階
を
関
連
づ
け
ま
す
。
リ
ス
ト
は

『
ア
メ
リ
カ
経
済
学
要

綱
』
盆

八
二
七
）
の
な
か
で
、
（１
）狩
猟
時
代
、
（２
）
牧
畜
時
代
、

（３
）農
耕
時
代
、
（４
）農
工
時
代
、
（５
）農
工
商
時
代
の
五
段
階
説



を
説
き
、
各
国
の
経
済
は
必
ず
こ
の
経
路
を
た
ど
る
と
し
ま
し
た
。

す
で
に

「農
工
商
」
段
階
の
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
は
自
由
競
争

。
自

由
貿
易
が
理
想
で
も
、
い
ま
だ

「農
耕
」
段
階
に
あ
る
ド
イ
ツ
に
押

し
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
の
が
リ
ス
ト
の
主
張
で
す
。
リ

ス
ト
の
後
継
者
で
あ
る
シ
ュ
モ
ラ
ー
は
、
国
民
経
済
の
統
合
の
強
さ

に
注
目
し
、
（１
）村
落
経
済
、
（２
）都
市
経
済
、
（３
）
領
邦
経
済
、

（４
）
国
民
経
済
、
の
四
段
階
説
を
提
唱
し
ま
し
た
。
彼
ら
の
主
張
は

ド
イ
ツ
の
後
進
性
を
意
識
し
た
幼
稚
産
業
保
護
論
と
な
り
、
ま
た
国

民
経
済
統
合

へ
の
足
が
か
り
で
あ
る
ド
イ
ツ
関
税
同
盟
の
提
唱

へ
と

つ
な
が
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
発
展
段
階
論
は

「な
ぜ
そ
う
な
る
の
か
」
の

議
論
で
な
か
っ
た
た
め
、
非
論
理
的
と
感
じ
ら
れ
る
向
き
が
あ
り
ま

し
た
。　
一
方
、
古
典
学
派
が
限
界
革
命
を
経
て
数
理
経
済
学
の
体
系

を
整
え
て
い
く
な
か
で
、
歴
史
学
派
は
新
古
典
派
の
華
や
か
さ
の
影

に
隠
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
第
二
次
大
戦
後
、
経
済
統
計
の
整
備
に
多
く
の
努
力

が
払
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
再
び
発
展
段
階
論
が
注
目
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
な
か
で
も
、
ク
ラ
ー
ク

（
一
九
五
七
）
と
ク
ズ

ネ
ッ
ツ

（
一
九
五
七
）
は
、
各
国
の
長
期
時
系
列
統
計
を
収
集
し
、

そ
れ
ら
国
々
の
経
済
発
展
過
程
を
追
跡
し
ま
し
た
。
彼
ら
の
発
見
は

次
の
よ
う
に
要
約
さ
れ
ま
す
。
「各
国
の
歴
史
や
各
産
業
の
変
遷
は

複
雑
で
は
あ
る
が
、
各
産
業
の
生
産
量

二
雇
用
量

・
資
本
ス
ト
ッ
ク

な
ど
が
経
済
全
体
に
占
め
る
相
対
的
シ
ェ
ア
は
、
経
済
発
展
と
と
も

に
あ
る

一
定
の
傾
向
を
も

っ
て
変
化
す
る
」
。
言
い
換
え
れ
ば
、
産

業
構
造
変
化
と
経
済
発
展
の
段
階
と
の
相
関
関
係
を
確
認
し
た
わ
け

で
す
。
以
来
、
「経
済
発
展
が
進
め
ば
農
林
水
産
業
な
ど
の
第

一
次

産
業
は
シ
ェ
ア
を
失
い
、
そ
れ
に
代
わ

っ
て
製
造
業
等
の
第
二
次
産

業
が
比
重
を
増
大
さ
せ
る
」
と
い
う
経
験
則
が
、
ペ
テ
ィ
ー

・
ク

ラ
ー
ク
の
法
則
と
し
て
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
そ
の
時
期
に
は
ロ
ス
ト
ウ

（
一
九
六
〇
）
の
五
段
階
論
が
登

場
し
ま
す
。
彼
の
議
論
は
、
投
資
率
や
貯
蓄
率
と
い
っ
た
新
古
典
派

的
な
概
念
を
用
い
た
経
済
発
展
段
階
論
で
あ
る
点
で
注
目
さ
れ
ま

す
。
彼
は
、
経
済
発
展
が
（１
）伝
統
的
社
会
、
（２
）過
渡
的
社
会
、

（３
）離
陸
期
、
（４
）成
熟
期
、
（５
）大
衆
消
費
社
会
と
単
線
的

。
段

階
的
に
移
行
す
る
と
し
ま
し
た
。
彼
は
こ
の
な
か
で
特
に

「離
陸

期
」
に
注
目
し
ま
す
。
こ
の
時
期
に
は
経
済
発
展
に
弾
み
を
つ
け
る

よ
う
な
外
的
要
因

（社
会
的

。
政
治
的
要
因
）
の
変
化
が
あ
り
、
そ

れ
が
大
き
な
経
済
構
造
の
変
化
を
も
た
ら
す
と
述
べ
ま
し
た
。
し
か

し
な
が
ら
、
こ
の
時
期
が
ち
ょ
う
ど
東
西
冷
戦
期
で
あ

っ
た
た
め

に
、
結
果
的
に
は
、
離
陸
期
の
外
的
要
因
と
し
て
の

（政
治
的
思
惑



を
込
め
た
）
先
進
国
の
開
発
援
助
や
技
術
援
助
を
理
論
づ
け
る
議
論

に
な

っ
て
し
ま
っ
た
感
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
開
発
援
助
が
経
済

発
展
を
も
た
ら
す
と
い
う

ロ
ス
ト
ウ
的
楽
観
論
に
対
し
て
、
疑
間
を

投
げ
か
け
た
の
が
ガ
ー
シ
ェ
ン
ク
ロ
ン

（
一
九
六
こ

で
す
。
彼
は

後
発
国
の
経
済
発
展
に
は

「
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
」
に
向
け
て
の
自
助

努
力
が
重
要
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
工
業
化
し
よ
う
と
す
る
国
は

そ
の
国
の
事
情
に
よ
り
多
様
な
経
済
発
展
の
コ
ー
ス
を
選
び
う
る
と

述
べ
、
ロ
ス
ト
ウ
的
発
展
段
階
論
と
異
な
る
立
場
を
と
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
ロ
ス
ト
ウ
＝
ガ
ー
シ
ェ
ン
ク
ロ
ン
論
争
と
し
て
知
ら
れ
て
い

ま
す
。

そ
の
後
の
歴
史
は
経
済
発
展
の
多
様
性
を
実
際
に
示
す
こ
と
に
な

り
、
経
済
発
展
に
関
す
る
そ
の
後
の
実
証
研
究
の
方
向
は
、
各
国
の

経
済
発
展
パ
タ
ー
ン
を
類
型
化
し
、
そ
の
経
済
が
そ
う
し
た
経
済
発

展
パ
タ
ー
ン
を
た
ど

っ
た
要
因
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
に
な
り
ま
し

た
。
そ
の
先
駆
け
と
な

っ
た
研
究
が
チ

ェ
ネ
リ
ー

（
一
九
六
〇
）
や

チ

ェ
ネ
リ
ｌ

ｏ
宍
戸

・
渡
部

（
一
九
六
二
）
で
す
。
彼
ら

の
方
法

は
、
比
例
成
長
か
ら
の
乖
離

０
”
ρ

∪
２
一”
一い８

や
ｏ
日

”
８
８
早

Ｌ
８
２

？
ｏ
ユ
こ

分
析
と
よ
ば
れ
、
産
業
構
造
の
変
化
の
主
役
と

な

っ
た
主
導
産
業

（り
よ
ア
ィ
ン
グ

・
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
↓

を
特
定

し
、
そ
の
主
導
産
業
の
隆
盛
を
引
き
起
こ
し
た
要
因
を
明
ら
か
に
す

る
方
法
で
す
。

一
一　
新
古
典
派
モ
デ
ル
を
基
礎
に
し
た
実
証
研
究

０
全
要
素
生
産
性

全
要
素
生
産
性

（Ｔ
Ｆ
Ｐ
）
と
は
、
生
産
量
増
加
の
う
ち
生
産
要

素
投
入
の
増
加
で
は
説
明
で
き
な
い
部
分
を
意
味
し
ま
す
。
い
く
つ

か
の
推
計
方
法
が
提
案
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
良
く
知
ら
れ

て
い
る

「残
差
法
」
を
紹
介
し
ま
す
。
残
差
法
と
は

「生
産
要
素
の

集
計
投
入
量
を
求
め
た
上
で
、
生
産
量
成
長
率
と
集
計
生
産
要
素
の

残
差
と
し
て
生
産
性
の
上
昇
を
求
め
る
」
方
法
で
す
。
ソ
ロ
ウ

（
一

九
六
一
こ
、
デ

ニ
ソ
ン

（
一
九
六
七
）
ら
の
研
究
が
パ
イ
オ

ニ
ア
で

す
。彼

ら
の
方
法
で
は
、
生
産
関
数
に
は
コ
ブ
＝
ダ
グ
ラ
ス
型
が
用
い

ら
れ
ま
す
。

コ
ブ
＝
ダ
グ
ラ
ス
型
生
産
関
数
と
は
、
生
産
物
を
資
本

投
入
と
労
働
投
入
を
説
明
変
数
と
し
た
対
数
線
形
の
関
数
で
す
。
対

数
線
形
の
関
数
は
生
産
要
素
投
入
の
生
産
弾
力
性
が

一
定
で
あ
る
と

い
う
便
利
な
性
質
が
あ
り
ま
す
。
弾
力
性
と
は

「説
明
変
数
の
一
％

の
変
化
に
対
す
る
被
説
明
変
数
の
％
変
化
」
を
表
わ
し
ま
す
。
例
え

ば
、
労
働
投
入
が

一
％
変
化
し
た
と
き
に
生
産
量
が
何
％
変
化
す
る

か
を
表
わ
し
ま
す
。



投
入
物
が
資
本
と
労
働
の
二
つ
だ
け
と
す
る
な
ら
、
あ
る
二
時
点

間
で
の
生
産
量
の
変
化
率
は
、
労
働
投
入
量
の
変
化
率
×
労
働
の
生

産
弾
力
性
＋
資
本
投
入
量
の
変
化
率
×
労
働
の
生
産
弾
力
性
と
等
し

く
な
る
は
ず
で
す
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
こ
の
恒
等
関
係
が
デ
ー

タ
と
し
て
観
察
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
生
産
関
数

そ
の
も
の
が
変
化
し
て
い
る
か
ら
で
、
生
産
の
増
加
率
の
方
が
大
き

く
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
差
が
な
ぜ
生
じ
た
か
と
い
う
と
、
投

入
効
率
が
改
善
し
た
か
ら
に
違
い
な
い
と
い
う
論
法
を
用
い
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
の
差
額
を
全
要
素
生
産
性
の
改
善
と
よ
び
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
に
生
産
弾
力
性
を
計
算
す
る
か
と
い
う

と
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。　
一
つ
は
、
生
産
関

数
の
方
程
式
を
定
式
化
し
て
、
回
帰
分
析
に
よ
っ
て
パ
ラ
メ
ー
タ
を

推
定
す
る
も
の
で
す
。
も
う

一
つ
の
方
法
は
限
界
理
論
の
援
用
で

す
。
各
生
産
要
素
の
投
入
量

（あ
る
い
豊
雇
用
旦こ

の
決
定
が
限
界

理
論
に
し
た
が

っ
て
い
る
と
仮
定
す
る
場
合
、
生
産
要
素
の
限
界
生

産
力
と
当
該
要
素
の
実
質
報
酬
と
は
均
等
し
ま
す
。
こ
の
条
件
は
、

生
産
関
数
の
生
産
要
素
に
か
か
る
係
数
は
当
該
要
素
の
名
ロ
シ
ェ
ア

と
等
し
い
と
い
う
条
件
に
書
換
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
産
業
連
関

表
か
ら
要
素
投
入
の
名
ロ
シ
ェ
ア
が
計
算
で
き
る
の
で
、
そ
の
値
を

用
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

以
上
が
残
差
法
の
概
説
で
す
が
、
こ
の
方
法
で
は
、
生
産
関
数
を

線
形
対
数
形
に
特
定
化
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
近
年
は

集
計
関
数

（す
な
わ
ち
生
産
関
数
）
を
よ
り

一
般
的
な
形
式
に
し
て
、

対
数
二
次
関
数

（ト
ラ
ン
ス
ロ
グ
関
数
）
に
想
定
す
る
場
合
が
多

い

で
す
。
や
や
専
門
的
に
な
り
ま
す
が
、
デ
ィ
ワ
ー
ト
の
二
次
関
数
の

補
題
を
用
い
れ
ば
、
そ
れ
に
対
応
す
る
数
量
指
数
は
、
各
要
素
の
投

入
数
量
成
長
率
を

「基
準
年
と
比
較
年
と
の
当
該
要
素
の
名
目
投
入

シ
ェ
ア
の
平
均
値
」
を
加
重
値
に
し
た
加
重
平
均
と
し
た
指
数
に
な

る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

②
ア
ジ
ア
諸
国
の
経
済
成
長
の
源
泉

日
本
で
は
、
朝
鮮
戦
争
後
の

一
九
五
五
年
か
ら

一
九
七
〇
年
ま
で

の
十
五
年
間
を
高
度
成
長
期
と
い
い
ま
す
が
、
高
度
成
長
期
に
は
生

産
効
率
の
上
昇
が
き
わ
め
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う
こ
と

が
通
説
に
な
っ
て
い
ま
す
。

表
１
に
は
日
本
経
済
研
究
セ
ン
タ
ー

（
一
九
九
五
）
の
日
本
の
長

期
Ｔ
Ｆ
Ｐ
の
推
計
結
果
を
示
し
ま
し
た
。
戦
前
期
の
経
済
成
長
率
は

三

・
三
〇
％
で
す
が
、
そ
の
約
半
分
の

一
・
五
五
％
が
資
本
蓄
積
に

よ
り
説
明
さ
れ
ま
す
。
Ｔ
Ｆ
Ｐ
の
貢
献
は
そ
れ
よ
り
や
や
小
さ
い

一
。
三
六
％
で
す
。
そ
し
て
、
高
度
成
長
期
に
は
成
長
率
九

・
五
％



表 1 日経センターによる日本経済のTFP成長率 (年平均,%)

資料 :日本経済研究センター (1995)

国内純生産の成長率

資本の寄与

労働の寄与

TFPの寄与

資本の寄与

労働の寄与

TFPの 寄与

香港

インドネシア

日本

韓国

マレーシア

シンガポール

台湾

タイ

南アメリカ

サブサハラ・ アフリカ

1885^ヤ 1940    1955-1970    1970^シ 1990

3.3 9_5 43

1_55

0.39

1.36

33
14
48

24
0_7

1.2

1960^ψ 65  1965^V70  1970-75  1975^シ 80  1980-85

付加価値成長率 9.725    11 798     4.733    3.784     3.896

1 397     1_079    -0_075    1 154     0.953

5 349     5_237     3 792    1 925     2.047

2 979     5 482     1 016    0 704     0_895

表3-b 世界銀行によるTFP上昇率の推移 (1960～ 90年の平均,%)

全標本ウエイ ト 高所得国ウエイト

3 647

1.254

3.478

3 102

1 076

1 191

3 760

2 496

2 411

-0 795

1 427

0.234

-1.337

-3.011

1 283

0 547

0 127

-0.998

-0 982

-3.014

表 2 黒田による日本のTFP成長率 (年平均,%)

資料 :黒田 (1992)

表3-a 世界銀行による生産要素の生産弾力性の推定値 (1960～ 90年 )

標本 物的資本 労働力 人的資本

全標本(2,093)

高所得国(460)

0 178

0 399

0 669

0 332

0.154

0 269

資料 :世界銀行 (1994)。 人的資本とは教育水準指標。
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の
う
ち
半
分
以
上
の
四

・
八
％
が
技
術
進
歩
の
要
因
で
説
明
さ
れ
、

他
方
、
生
産
要
素
投
入
量
増
大
の
効
果
は
半
分
以
下
で
す
。
そ
し

て
、
ア
メ
リ
カ
に
技
術
的
に
近
づ
い
た

一
九
七
〇
年
以
降
は
技
術
進

歩
率
も

一
。
二
％
に
低
下
し
て
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
も
四

。
三
％
に
低

下
し
て
い
ま
す
。
表
２
に
黒
田

（
一
九
九
一
こ

に
よ
る
高
度
成
長
期

の
日
本
経
済
を
対
象
に
し
た
Ｔ
Ｆ
Ｐ
の
計
測
結
果
を
示
し
ま
す
。　
一

九
六
五
～
七
〇
年
の
成
長
率
が

一
一
・
七
九
八
％
と
最
も
高
く
、
そ

の
半
分
の
五

・
四
八
二
％
が
技
術
進
歩
の
寄
与
分
に
な

っ
て
い
ま

す
。
そ
の

一
期
前
の
一
九
六
〇
～
六
五
年
の
期
間
で
の
成
長
の
主
要

因
は
資
本
蓄
積
で
あ
り
、
技
術
進
歩
の
寄
与
は
あ
ま
り
大
き
く
あ
り

ま
せ
ん
。

こ
の
二
つ
の
研
究
結
果
に
は
共
通
点
が
あ
り
ま
す
。　
一
点
目
は
、

高
度
成
長
期
に
は
経
済
成
長
要
因
と
し
て
の
技
術
進
歩
要
因
が
高
ま

る
こ
と
で
、
二
点
目
は
、
技
術
進
歩
要
因
が
高
ま
る
前
の
時
期
に
は

資
本
蓄
積
の
要
因
が
大
き
い
こ
と
で
す
。
以
上
二
点
の
こ
と
か
ら
、

技
術
進
歩
の
効
果
が
主
導
的
な
要
因
と
し
て
登
場
す
る
た
め
に
は
、

そ
れ
以
前
の
期
間
に
は
資
本
蓄
積
の
期
間
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
示

唆
さ
れ
ま
す
。

ア
ジ
ア
諸
国
の
経
済
成
長
の
将
来
に
つ
い
て
は
、
楽
観
論
と
悲
観

論
が
論
争
に
な

っ
て
い
ま
す
。
前
者
の
代
表
は
世
界
銀
行
の

「
ア
ジ

ア
の
奇
跡
」
論
で
あ
り
、
後
者
は
ク
ル
ー
グ

マ
ン
ら
の

「幻
の
ア
ジ

ア
経
済
」
論
で
す
。
世
界
銀
行
は
ア
ジ
ア
の
八
カ
国

（日
本
、
韓
国
、

台
湾
、
香
港
、
マ
ン
ー
シ
ア
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
タ
イ
、
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
）
を
高
度
成
長
ア
ジ
ア
経
済

曾
】∞

，
り
ｏ【喘９
８
８
８
＞
∽】営

∪
８
甲

ｏ
８
”Ｏ
Ｐ
口
”
＞
〕

と
呼
び
、
こ
れ
ら
経
済
の
現
状
を
き
わ
め
て
肯
定

的
に
評
価
し
て
い
ま
す
。
表
３
に
Ｔ
Ｆ
Ｐ
変
化
に
つ
い
て
の
実
証
分

析
を
紹
介
し
ま
す
。
世
界
銀
行
は
資
本
、
労
働
力
、
人
的
資
本

（具

体
的
に
は
教
育
水
準
）
を
生
産
要
素
と
す
る
、
コ
ブ
＝
ダ
グ
ラ
ス
型

の
生
産
関
数
を
推
定
し
ま
す
。
表
３
１
ａ
は
標
本
の
採
り
方
に
よ
る

二
種
類
の
ウ
エ
イ
ト
の
生
産
弾
力
性
を
示
し
て
い
ま
す
。
全
標
本
ウ

エ
イ
ト
の
場
合
、
全
て
の
高
度
成
長
ア
ジ
ア
諸
国
の
Ｔ
Ｆ
Ｐ
は
上
昇

し
て
お
り
、
南
ア
フ
リ
カ
お
よ
び
サ
ハ
ラ
以
南
の
ア
フ
リ
カ
の
生
産

性
上
昇
を
大
き
く
上
回

っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
高
所
得
国
ウ
エ
イ
ト

に
す
る
と
、
そ
の
結
論
も
確
か
な
も
の
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

世
界
銀
行
の
楽
観
論
に
対
し
て
、
ク
ル
ー
グ

マ
ン
は

「
ア
ジ
ア
恐

れ
る
に
足
ら
ず
」
と
主
張
し
ま
す
。
戦
後
の
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
の
成
長

率
は
ア
メ
リ
カ
よ
り
高
く
、
経
済
体
制
と
し
て
は
社
会
主
義
の
方
が

資
本
主
義
よ
り
効
率
的
な
の
で
は
な
い
と
い
う
見
方
も
あ
り
ま
し

た
。
し
か
し
、
時
間
が
た
つ
に
つ
れ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
ソ

ビ

エ
ト
は
女
性
労
働
を
含
む
労
働
力
を
総
動
員
し
た
の
を
代
表
例
と

3ア



し
て
、
資
源

。
生
産
要
素
を
総
動
員
し
て
工
業
生
産
拡
大

へ
向
け
た

集
中
的
な
資
本
蓄
積
を
お
こ
な
っ
た
結
果
、
あ
る

一
定
期
間
に
は
顕

著
な
経
済
成
長
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
し

か
し
ク
ル
ー
グ
マ
ン
は
こ
の
方
法
は
長
期
に
は
続
か
な
い
と
説
き
ま

す
。
そ
し
て
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
経
済
発
展
も
、
基
本
的
に
は
ソ
連
と

同
じ
タ
イ
プ
、
つ
ま
り
資
源
総
動
員
型
で
あ
り
、
生
産
性
の
向
上
は

あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
と
主
張
し
ま
す
。
で
は
な
ぜ
、
資
源
の
総
動
員

に
す
ぎ
な
い
ア
ジ
ア
経
済
の
成
長
が
結
構
長
期
間
継
続
し
て
い
る
か

と
言
え
ば
、
そ
の
秘
訣
は

「満
足
を
先
送
り
す
る
精
神
＝
貯
蓄
し
て

投
資
す
る
精
神
」
に
あ
る
と
結
ん
で
い
ま
す
。
彼
の
議
論
の
根
拠
は

ヤ
ン
グ
の
研
究
に
あ
る
の
で
、
彼
の
研
究
を
引
用
し
ま
す
。

ヤ
ン
グ

（
一
九
九
五
）
に
は

「数
字
の
暴
政
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル

が
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

「数
字
が
こ
う
出
て
い
る
以
上
文

句
の
つ
け
よ
う
は
な
い
」
と
い
う
意
味
で
す
。
結
果
を
表
４
に
示
し

ま
す
。
ヤ
ン
グ
は
ア
ジ
ア
新
興
工
業
国
の
Ｔ
Ｆ
Ｐ
成
長
率
を
推
計

し
、
そ
の
結
果
を
南
ア
メ
リ
カ
諸
国

（
エ
リ
ア
ス
¨
一
九
九
〇
）、
お

よ
び
先
進
国

（ク
リ
る
ア
ン
セ
ン
¨
一
九
八
〇
）
と
比
較
し
ま
す
。
ヤ

ン
グ
は
こ
れ
ら
の
結
果
を
総
合
し
て
、
「新
興
工
業
国
の
Ｔ
Ｆ
Ｐ
成

長
は
南
ア
メ
リ
カ
諸
国
よ
り
高
い
わ
け
で
も
な
く
、
先
進
国
の
経
験

を
上
回

っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
」
と
評
価
し
て
い
ま
す
。

随
分
と
世
界
銀
行
と
ク
ル
ー
グ

マ
ン
の
言
い
分
が
違
う
よ
う
で
す

が
、
果
た
し
て
そ
う
で
し
ょ
う
か
。
ま
ず
、
念
頭
に
置
く
べ
き
は
、

ウ
エ
イ
ト
の
と
り
方
に
よ
っ
て
Ｔ
Ｆ
Ｐ
の
推
計
値
が
大
き
く
異
な
る

こ
と
で
す
。
次
に
、
推
計
の
基
礎
と
な
る
経
済
デ
ー
タ
そ
の
も
の
に

誤
差
が
含
ま
れ
る
こ
と
も
念
頭
に
お
く
べ
き
で
し
ょ
う
。
ヤ
ン
グ
の

よ
う
に

「数
字
の
暴
政
」
（数
字
は
嘘
を
つ
か
な
い
）
と
言
い
き
る
の

に
は
あ
ま
り
感
心
で
き
ま
せ
ん
。

そ
も
そ
も
、
世
界
銀
行
と
ク
ル
ー
グ

マ
ン
の
言
い
分
の
相
違
は
、

表
現
の
仕
方
だ
け
と
も
思
え
ま
す
。
世
界
銀
行
は
ア
ジ
ア
の
Ｔ
Ｆ
Ｐ

成
長
が
か
つ
て
の
先
進
国
と
同
じ
ぐ
ら
い
大
き
い
と
い
っ
て
い
る
の

で
あ
り
、
ク
ル
ー
グ
マ
ン
は
ア
ジ
ア
の
Ｔ
Ｆ
Ｐ
成
長
は
か
つ
て
の
先

進
国
と
同
じ
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
で
し
か
な
い
と
言

っ
て
い
る
よ
う
に

聞
こ
え
ま
す
。

こ
こ
で
、
大
変
興
味
深
い
研
究
を
紹
介
し
ま
す
。
表
５
に
マ
デ
ィ

ソ
ン
が
長
期
デ
ー
タ
を
用
い
て
推
計
し
た
、
日
米
英
の
Ｔ
Ｆ
Ｐ
成
長

率
を
掲
げ
ま
し
た
。
興
味
あ
る
点
は
、
Ｔ
Ｆ
Ｐ
の
パ
タ
ー
ン
の
類
似

性
で
す
。
経
済
成
長
の
初
期
の
こ
ろ
は
Ｔ
Ｆ
Ｐ
の
成
長
率
が
あ
ま
り

大
き
く
な
く

（
つ
ま
り
、
経
済
成
長
の
エ
ン
ジ
ン
は
生
産
要
素
の
投
入

量
の
増
加
で
あ
り
）、
最
近
に
な

っ
て
Ｔ
Ｆ
Ｐ
の
成
長
率
の
要
因
が
大

き
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
結
果
を
当
て
は
め
る
と
す
れ
ば
、
ア
ジ



表 4 ヤングによるTFP上昇率比較 (年平均,%)

途上国 期間 TFP 先進国 期 間 TFP
香港
シンガポール

韓国
台湾

1966-91
1966-90
1966^シ 90

1966^ヤ 90

230%
-0_30%
160%
190%

カナダ
フランス

西 ドイツ

イタリア
日本
オランダ
イギリス

アメリカ

1947-73
1950^-73
1950^ヤ 70

1952-73
1952-73
1951-73
1955-73
1947-73

1.80%
3.00%
3.70%
3.40%
4.10%
2.50%
1.90%
1.40%

アルゼンチン

プラジル

チリ
コロンビア

メキシヨ

1940-80
1950-80
1940-80
1940^V80
1940-80

1_00%
2.00%
1.20%
0.90%
170%

資料 :ヤ ング (1995)。 ただし、南米はエリアス 〈1990)、 先進国はクリステンセン他(1980)

の引用。

表 5 マディソンによるTFP成長率の日米英比較 (年平均,%)
1820-70  1870-1913  1913-50   1950-73   1973-92

4.22      3.94     2 84
2.04       1.9

0 31      2.34     2 24

-0.15      0.33     1.59

0_15      0.31     0 81
Na   -0.31   036

3.92
3.00
9.25

1.48

5 08

2.39
1.59

3 76

018
0.69

1.04

アメリカ

イギリス

日本

アメリカ

イギリス

日本

資料 :マ ディソン (1995)

表 6 中国の産業別TFP上昇率の推計 (年平均,%)

1987--92 生産量成長率
要素投入量の効果

TFP成長率
中間投入 労働投入 資本投入

4繊維皮革
7石油石炭製品
10金属
11-般機械
12輸送機械
13電気機械
16電カガス水道
19サービス

8.40

6.03

7.84
12.15

20.28

11.37

15.39

1191

-3.19
-8.13
-561

1 44

3.37
1.43

-1.32
-4.82

全産業 10 35 9.07      1 13      1 00 -034

1992--97 生産量成長率
要素投入量の効果

中間投入 労働投入 資本投入

4繊維皮革
7石油石炭製品
10金属
11-般機械
12輸送機械
13電気機械
16電カガス水道
19サービス

12 25

6 47

10 42

9 35

22 10

22 74

4 28

11 31

一　

二

　

　

　

一

4 91
-6.38
-0.31
5.61

4.96
5.06

-12.33
0 58

全産業 11 75 9 46       0 27     0 72 2.31
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ア
新
興
工
業
国
の
現
在
時
点
で
の
Ｔ
Ｆ
Ｐ
成
長
率
が
低
く
て
も
不
思

議
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

③
中
国
の
経
済
成
長
の
源
泉

ク
ル
ー
グ
マ
ン
は
中
国
に
つ
い
て
も
、
明
確
な
根
拠
な
く

「幻
の

ア
ジ
ア
経
済
論
」
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
中
国
の
生
産
の

拡
大
は
主
に
投
入
量
の
拡
大
に
依
存
し
て
い
る
説
で
す
。
中
国
に
つ

い
て
も
Ｔ
Ｆ
Ｐ
の
先
行
研
究
が
あ
り
ま
す
が
、
紙
面
の
都
合
も
あ
り

ま
す
の
で
、
筆
者
が
産
業
別
に
Ｔ
Ｆ
Ｐ
成
長
率
を
推
計
し
た
結
果
を

紹
介
し
ま
す
。
推
計
時
に
は

一
九
産
業
に
分
割
さ
れ
た
産
業
連
関
表

を
用
い
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
は
紙
面
の
関
係
上
、
繊
維
工
業
、
金
属

機
械
工
業
、
お
よ
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
関
連
産
業
で
の
推
計
結
果
を
表
６

に
掲
げ
ま
す
。

一
九
八
七
～
九
二
年
の
推
計
結
果
が
上
側
で
す
。
得
ら
れ
た
推
計

結
果
を
要
約
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
（イ
）生
産
量
の
増

加
率
は
全
産
業
平
均
で
年
率

一
〇

・
三
％
と
い
う
高
率
で
あ
る
。
中

で
も
商
業
飲
食
、
そ
の
他
製
造
業
、
輸
送
機
械
、
電
カ
ガ
ス
水
道
、

窯
業
上
石
と
い
っ
た
産
業
で
特
に
大
き
い
。
（
口
）生
産
量
増
加
要
因

を
見
た
と
き
に
、
中
間
投
入
量
の
増
加
率
が
全
産
業
平
均
で
九

・

一
％
と
大
き
く
、
生
産
量
増
大
の
最
大
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
（
ハ
）

生
産
性
の
向
上
は
全
産
業
平
均
で
は
マ
イ
ナ
ス
で
あ
る
し
、
産
業
ご

と
に
見
て
も
、
プ
ラ
ス
の
Ｔ
Ｆ
Ｐ
成
長
が
確
認
さ
れ
る
産
業
は
少
な

い
。下

半
分
に
は
、　
一
九
九
二
～
九
七
年
の
期
間
で
の
推
定
結
果
を
示

し
ま
し
た
。
こ
の
時
期
は
、
改
革
開
放
政
策
が
加
速
さ
れ
た
時
期
で

あ
り
、
こ
れ
以
後
外
国
資
本
が
急
速
に
中
国
に
流
入
し
ま
す
。
こ
の

期
間
の
Ｔ
Ｆ
Ｐ
成
長
の
特
徴
は
次
の
よ
う
に
要
約
さ
れ
ま
す
。
（イ
）

生
産
量
の
年
平
均
成
長
率
は

一
一
・
七
％
で
あ
り
成
長
は
加
速
し
て

い
る
。
（
口
）全
産
業
平
均
で
の
中
間
投
入
の
成
長
率
は
九

・
五
％
と

前
期
並
の
大
き
さ
で
あ
る
。
（
Ｃ

Ｔ
Ｆ
Ｐ
上
昇
率
は
、
ほ
と
ん
ど
の

産
業
で
前
の
五
年
間
に
比
較
し
て
拡
大
し
て
い
る
。
特
に
、　
一
般
機

械
、
電
気
機
械
、
輸
送
機
械
で
Ｔ
Ｆ
Ｐ
上
昇
の
拡
大
傾
向
が
顕
著
で

あ
る
。

こ
の
結
果
を
み
る
と
、　
一
九
九
二
年
以
前
の
中
国
で
は
、
確
か
に

Ｔ
Ｆ
Ｐ
上
昇
率
は
小
さ
く
、
ク
ル
ー
グ

マ
ン
の
主
張
が
あ
た

っ
て
い

た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、　
一
九
九
二
年
以
降
は
、
外
国
資
本

を
梃
子
に
し
て
で
は
あ
り
ま
す
が
、
生
産
性
の
改
善
が
見
ら
れ
ま

す
。
外
国
の
技
術
を
活
用
し
た
と
い
う
点
で
は
、
日
本
の
高
度
成
長

期
と
同
じ
構
造
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

新
古
典
派
的
な
言
い
方
で
は

「生
産
性
を
改
善
し
え
た
産
業
ほ
ど



価
格
を
低
下
さ
せ
、
需
要
を
拡
大
さ
せ
る
。
そ
の
結
果
、
産
業
構
造

の
変
化
が
お
こ
る
」
と
い
う
の
で
し
ょ
う
が
、
こ
れ
で
は
、
需
要
側

の
自
律
的
な
変
化
の
要
因
が
考
慮
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
次
の
章
で
は

需
要
側
か
ら
見
た
産
業
構
造
変
化
の
要
因
を
分
析
す
る
方
法
を
紹
介

し
ま
す
。〓

一　
需
要
側
か
ら
見
た
産
業
構
造
変
化
の
要
因
分
析

こ
の
章
で
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｇ
（∪
ｏく
【障
】ｏ
●
や
ｏ
日
■
８
０
９
”【ｏ
ｏ
Ｌ
ｏ
８
１
一こ

分
析
を
用
い
て
、
ア
ジ
ア
各
国
の
産
業
構
造
変
化
の
パ
タ
ー
ン
を
需

要
面
か
ら
眺
め
ま
す
。
Ｄ
Ｐ
Ｇ
分
析
で
は
、
各
産
業
が
比
例
的
同
率

で
成
長
し
た
場
合
と
現
実
の
産
業
構
造
と
の
乖
離

（Ｄ
Ｐ
Ｇ
）
を
産

業
構
造
変
化
の
指
標
に
し
ま
す
。
Ｄ
Ｐ
Ｇ
の
大
き
さ
は
当
該
産
業
の

成
長
速
度
が
速
い
ほ
ど
、
ま
た
当
初
の
産
業
規
模
が
大
き
い
ほ
ど
大

き
く
な
る
の
で
、
Ｄ
Ｐ
Ｇ
が
大
き
い
産
業
ほ
ど
産
業
構
造
の
変
化
を

積
極
的
に
引
き
起
こ
し
た
リ
ー
デ
ィ
ン
グ

・
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
Ｄ
Ｐ
Ｇ
分
析
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
各
産
業
の
Ｄ

Ｐ
Ｇ
が
ど
ん
な
需
要
要
因
で
説
明
さ
れ
る
の
か
推
計
す
る
の
に
、
産

業
連
関
分
析
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
応
用
す
る
点
で
す
。
つ
ま
り
、

消
費
、
投
資
、
輸
出
の
成
長
速
度
と
輸
入
依
存
度
の
変
化
、
投
入
係

数
の
変
化
で
説
明
し
ま
す
。
経
済
発
展
の
パ
タ
ー
ン
は
輸
出
主
導
型

や
投
資
主
導
型
な
ど
と
呼
ば
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
リ
ー
デ
ィ
ン
グ

・

イ
ン
グ
ス
ト
リ
ー
の
成
長
要
因
に
注
目
し
て
つ
け
ら
れ
た
名
前
で

す
。

０
日
本
の
七
〇
年
以
前
の
産
業
構
造
変
化
の
要
因

図
２
は
日
本
の
産
業
構
造
の
変
化
を
グ
ラ
フ
に
し
た
も
の
で
す
。

棒
グ
ラ
フ
が
ゼ
ロ
線
よ
り
上
に
あ
る
場
合
は
当
該
産
業
が
シ
ェ
ア
を

増
加
さ
せ
、
ゼ
ロ
線
よ
り
下
に
あ
る
場
合
は
シ
ェ
ア
を
低
下
さ
せ
た

こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。
こ
の
グ
ラ
フ
か
ら
リ
ー
デ
ィ
ン
グ

・
セ
ク

タ
ー
の
交
代
の
様
子
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
戦
前
期
を
含
め
て
七
〇

年
以
前
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ

ｏ
セ
ク
タ
ー
は
重
化
学
工
業
部
門
で
し
た

が
、
七
〇
年
代
に
は
そ
こ
か
ら
化
学
工
業
が
脱
落
し
ま
す
。
そ
し
て

そ
の
後
、
成
長
産
業
は
機
械
工
業
か
ら
サ
ー
ビ
ス
産
業

へ
と
移
り
ま

し
た
。

表
７
に
は
七
〇
年
以
前
の
日
本
の
産
業
構
造
変
化
と
そ
の
要
因
を

示
し
ま
し
た
。
上
段
は

一
九

一
四
年
か
ら
五
四
年
ま
で
が
対
象
期
間

で
す
。
敗
戦
を
は
さ
ん
で
い
る
の
で
、
や
や
焦
点
が
ぼ
け
る
の
で
す

が
、
経
済
発
展
の
初
期
段
階
と
考
え
て
く
だ
さ
い
。
表
中
の

「比
例

成
長
か
ら
の
乖
離
」
の
列
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
急
速
に
縮
小
す
る

農
林
水
産
業
に
代
わ
っ
て
、
製
造
業

一
般
と
建
設
業
が
拡
大
し
て
い

4′



図 2 日本の産業構造の変化

サ
ー
ビ
ス
業

建
設
公
共

金
属
機
械

化
学
工
業

軽
工
業

鉱
業

農
林
水
産
業

ま
す
。
要
因
側
で
圧
倒
的
に
目
立

つ
の
は
、
総
寄
与
が

一
二
六

・

三
％
に
も
な

っ
て
い
る
技
術
変
化

（投
入
係
数
変
化
）
の
効
果
で
、

こ
の
効
果
は
全
工
業
部
門
の
拡
大
に
貢
献
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
輸

入
依
存
度
低
下
の
寄
与
も
三
六

・
八
％
と
か
な
り
大
き
く
、
こ
の
期

間
は
工
業
品
の
国
産
化
が
進
ん
だ
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

表
７
の
下
段
は
高
度
成
長
期
に
あ
た
る
六
〇
年
代
の
産
業
構
造
の

変
化
で
す
。
こ
の
時
期
に
は
軽
工
業
の
衰
退
は
決
定
的
と
な
り
、
拡

大
す
る
の
は
重
化
学
工
業
の
み
と
な
り
ま
す
。
産
業
構
造
を
変
化
さ

せ
た
要
因
も
変
化
し
、
投
資
が
第

一
要
因
と
な
り
、
産
業
構
造
変
化

の
七
五

・
四
％
を
説
明
し
ま
す
。

モ
不
ル
ギ
ー
革
命
に
よ
る
発
電
プ

ラ
ン
ト
建
設
、
大
量
生
産
技
術
の
導
入
に
よ
る
工
場
建
設
と
、
ま
さ

に

「投
資
が
投
資
を
生
む
」
と
い
わ
れ
る
状
況
に
な
り
ま
す
。　
一
方

で
、
技
術
変
化
要
因
も
二
九

・
四
％
と
依
然
大
き
な
効
果
を
持

っ
て

い
ま
す
。

技
術
変
化
の
効
果
が
プ
ラ
ス
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
二
つ
の
側
面

を
持

っ
て
い
ま
す
。　
一
つ
の
側
面
は
、
迂
回
生
産
の
複
雑
化
あ
る
い

は
産
業
構
造
の
高
度
化
の
指
標
で
、
経
済
発
展
の
進
展
の
証
と
し
て

評
価
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
産
業
構
造
の
変
化
は
、
同
じ

量
の
生
産
を
行
う
の
に
中
間
投
入
が
よ
り
多
く
必
要
に
な
る
と
い
う

こ
と
で
も
あ
る
の
で
、
大
量
投
入
生
産

（付
加
価
値
率
の
低
い
生

囲191454年

国1960年代

口1970年 代

□1980年代



表 7 日本経済の構造変化とその要因 (1970年以前 )

1914^V54
比例成長か
らの乖 離 消費効果 投資効果 在庫効果 輸出効果

期
入代

藁 鶏
術変

箕

農林水産業

鉱業

軽工業

化学工業

金属機械

建設公共

サービス

-888
-5 4

86
20_6

51.1

19.7

-5.8

―-54 3     1 6

-32    2:1
-30 7     8 3

-12 4     2 4

-172  173

-35  13.7
-59.1    12.9

0.4     -5.7   -10.9   -20.0

-0 6    -1 8   -2.0     0.0

-6 4    -14.7      7.5     44.5

-0 7     -1 1     18.7     13 7

--3.5       6 7     15 6     32.2

-02   -0.4   0.8   92
-21  -113   72  467

合計 -180.4    58.5    -13 1    --28.2     36 8    126 3

1960^ヤ 70
比例成長か
らの乖 離 消費効果 投資効果 在庫効果 輸出効果

期
入代

藁 競
術変

箕

農林水産業

鉱業

軽工業

化学工業

金属機械

建設公共

サービス

-465
-13
-329

15 7

73_7

10.6

-193

-25.8     1.3

-04   0_6
-44 8     8.2

-20    2 1

1 9    35 8

-17  118
-560  156

-4.0

-0.3

-1.7

0_5

4.8

01
08

-1_5  -85  -8.0
0.2   -11   -0.4

-5.9    -6.7     17.9

2_9    0.4   11.9
24.0      1.9     5.2

05   -0.2    0.2
97   -1.9    12.6

合計 -1289  754 29 9 -16.0

図 3 韓国の比例成長か らの乖離の推移

建
設
公
共

重
工
業

化
学
工
業

軽
工
業

鉱
業

農
林
水
産
業



産
）、
別
の
見
方
で
は
環
境
負
荷
の
高
い
生
産
を
行

っ
て
い
た
こ
と

に
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
日
本
の
産
業
構
造
変
化
を
リ
ー
ド
し
た
の
は
内
需
で

あ
り
、
新
技
術
の
導
入
に
伴
う
設
備
投
資
と
そ
れ
が
必
要
と
す
る
中

間
投
入
生
産
の
循
環
の
相
乗
効
果
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

表
に
は
示
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
八
〇
年
代
に
入
る
と
日
本
で
の
輸
出

の
貢
献
が
大
き
く
な
り
ま
す
。
日
本
は
、
輸
入
品
を
代
替
し
な
が
ら

国
内
生
産
を
増
加
さ
せ
、
そ
の
後
輸
出
が
拡
大
す
る
と
い
う
常
識
的

な
パ
タ
ー
ン
で
し
た
。

②
韓
国
の
初
期
の
産
業
構
造
変
化
の
要
因

図
３
に
は
韓
国
の
Ｄ
Ｐ
Ｇ
の
推
移
を
示
し
ま
し
た
。
韓
国
の
工
業

化
が
始
ま
っ
た
六
〇
年
代
以
降
、
農
林
水
産
業
の
ウ
エ
イ
ト
は
急
速

に
減
少
し
、
製
造
業
の
ウ
エ
イ
ト
が
増
加
し
て
い
ま
す
。
六
〇
年
代

に
は
、
全
製
造
業
が
拡
大
し
ま
し
た
が
、
そ
の
後
は
日
本
の
ケ
ー
ス

と
同
様
に
金
属
機
械
工
業
に
産
業
の
重
心
が
移
り
ま
す
。
八
〇
年
代

ま
で
を
見
る
限
り
、
経
済
の
サ
ー
ビ
ス
化
は
始
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
。

韓
国
は
他
の
ア
ジ
ア
新
興
工
業
国
と
と
も
に
輸
出
指
向
的
経
済
政
策

を
掲
げ
経
済
発
展
を
遂
げ
た
国
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ

で
、
六
〇
年
代
に
は
ど
の
よ
う
な
要
因
が
経
済
の
構
造
変
化
を
も
た

ら
し
た
か
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

韓
国
の
六
〇
年
代
は
朴
政
権
が
成
立
し
、
「経
済
開
発
五
カ
年
計

画
」
が
策
定
さ
れ
る
な
ど
、
本
格
的
経
済
発
展
が
始
ま
っ
た
時
代
で

す
。
こ
の
政
権
の
特
徴
は
、
強
力
な
政
治
的
指
導
下
で
の
経
済
開
発

の
推
進
で
あ
り
、
し
ば
し
は

「開
発
独
裁
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。
表
８

に
示
す
よ
う
に
、
最
も
影
響
力
の
大
き
か
っ
た
要
因
は
輸
出
の
拡
大

（八
七

・
五
％
）
で
、
繊
維
製
品
な
ど
の
軽
工
業
製
品
の
シ
ェ
ア
拡
大

に
寄
与
し
て
い
ま
す
。
輸
出
補
助
金
や
輸
出
産
業

へ
の
政
策
金
融
な

ど
に
代
表
さ
れ
る
輸
出
指
向
政
策
の
一
つ
の
成
果
と
い
え
ま
す
。
次

い
で
効
果
の
大
き
い
要
因
は
投
資
の
拡
大
で
す
。
特
に
大
き
な
影
響

を
う
け
て
い
る
産
業
は
建
設
業
で
し
た

公
二
〇

。
一
％
の
拡
大
要

因
）。
朝
鮮
戦
争
後
六
〇
年
代
の
韓
国
で
は
、
ソ
ウ
ル
の
マ
ン
シ
ョ

ン
開
発
や
ソ
ウ
ル
・
釜
山
高
速
道
路
の
着
工
な
ど
の
建
設
ブ
ー
ム
が

お
こ
り
ま
す
。

こ
の
時
代
の
韓
国
の
産
業
構
造
変
化
の
パ
タ
ー
ン
は
、
全
般
的
な

工
業
化
が
見
ら
れ
、
設
備
投
資
の
効
果
が
大
き
い
と
い
う
点
で
は
、

一
九

一
四
～
五
四
年
の
日
本
の
ケ
ー
ス
と
類
似
し
て
い
ま
す
。
た

だ
、
韓
国
で
は
経
済
発
展
の
初
期
の
段
階
か
ら
輸
出
の
牽
引
力
が
大

き
く
、
反
対
に
、
技
術
変
化
の
効
果
は
日
本
ほ
ど
大
き
く
な
か
っ
た

と
い
う
点
が
異
な
っ
て
い
ま
す
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
日
本
で
輸



表 8 韓国の産業構造の変化 (1960年代)

1960--70 比例成長か
らの 乖 離

消費効果 競真 在庫効果
魏業 期

入代
藁 鶏

術変
彙

農林水産業

鉱業

軽工業

化学工業

金属機械

建設公共

サービス

-93.3

-20

20.8

28.2

23 9

27.1

-4.6

-993 131 -15 68 -82  -43
-1_2 01 -1.9 28 -1.9   0.2
-19.6 6.5 -2.5 38.1  6.2  -78
-3 4   0 2    0 5   5.6   13 3     12 0

-2.1 21.6  2.2  66 -141   9.7
-2.1  30.1  -1.9   3.6    0 0    -2.6

-362 151 -69 242  18  -25

合計 -163.9 868 -11.9 87_5 -3.0   4.5

表 9 中国の産業構造変化

1987--92 比例成長か
ら の 乖 離 消費効果 投資効果 在庫効果 輸出効果

鶏
術変

葉

農林水産業

鉱業

軽工業

化学工業

重工業

建設公共

サービス

-636
-59
2.6

4.0

19 2

--30 5

74.3

-522 -3.0  -6.1   0.1  -2.4
-60 -6.9   06  -0.5   6.9
-58.4  -27 7      5 2     49 1     34 3

-16 9  -10 8      0 3     10 7     20 7

-33 9  --39_4    -11.3     31.8     71.9

-3.0  -52 8      0 3      2.3     22 9

-33.4  -13 8      0 0     17 3    104 2

合計 -2037-154.4  -11.2  110.7  258.5

1992--97 比例成長か
らの 乖 離

消費効果 投資効果 在庫効果 輸出効果
鶏

術変
箕

農林水産業

鉱業

軽工業

化学工業

重工業

建設公共

サービス

-1116
-28 5

101.5

36 1

115 0

-42.7

-69.8

-99.1 -5.7   3_2  -6.7  -3.3
-7.2 -08  -15  -4.4 -146
-05 -212   8.0  -99  1250
-360 -0.6  -1.1   23  71.5
-16 3    36 7   -26_8     69.0     52.4

-6.3  -13 9    -0 5    -5.1   -16 8

-373 -147  -76  399 -50_1

合計 -202.6  -20.2   -26.3     85.1    164.0



出
の
貢
献
度
が
大
き
く
な
る
の
は
高
度
成
長
の
終
わ
っ
た
八
〇
年
代

に
入
っ
て
か
ら
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
韓
国
は
先
進
国
の
経
験

を

「圧
縮
し
た
発
展
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

０
改
革
開
放
後
の
中
国
の
産
業
構
造
変
化
の
要
因

表
９
が
中
国

（
一
九
八
七
～
九
七
年
）
の
産
業
構
造
変
化

の
要
因

で
す
。
生
産
性
の
推
計
と
同
様
に
二
つ
の
期
間
に
分
け
ま
し
た
。
中

国
で
も
産
業
構
造
変
化
の
方
向
は
農
林
水
産
業
の
縮
小
と
製
造
業

・

サ
ー
ビ
ス
業
の
拡
大
で
特
徴
付
け
ら
れ
ま
す
。
前
半
と
後
半
の
両
方

の
期
間
で
、
最
大
の
要
因
が
技
術
変
化
で
す
の
で
、
中
国
で
の
製
造

業
拡
大
の
要
因
と
し
て
中
間
投
入
の
増
加
が
大
き
か
っ
た
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。
生
産
性
上
昇
の
計
測
の
項
で
は
、
中
国
に
つ
い
て
の
ク

ル
ー
グ

マ
ン
の
指
摘

「中
国
で
の
生
産
の
拡
大
は
投
入
物
の
増
大
が

主
要
因
で
あ
り
、
生
産
性
の
向
上
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
」
と
い

う
の
は
、
全
く
の
的
は
ず
れ
で
も
な
か
っ
た
と
述
べ
ま
し
た
。
需
要

面
か
ら
産
業
構
造
の
変
化
を
み
て
も
、
あ
る
程
度
同
様
の
こ
と
が
言

え
ま
す
。
こ
の
意
味
で
は
、
中
国
の
発
展
パ
タ
ー
ン
は
日
本
の
初
期

と
似
て
い
ま
す
が
、
周
知
の
よ
う
に
、
中
国
の
経
済
発
展
の
ポ
イ
ン

ト
は
対
外
開
放
で
あ
り
、
軽
工
業
と
金
属
機
械
工
業
で
は
、
外
資
を

梃
子
に
し
た
輸
出
拡
大
効
果
に
も
注
目
さ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
韓
国

な
ど
と
同
様
に
、
経
済
発
展
当
初
か
ら
の
輸
出
主
導
型
の
成
長
で
も

あ

っ
た
の
で
す
。

九
二
年
以
降
も
、
産
業
構
造
の
変
化
と
し
て
は
、
サ
ー
ビ
ス
業

（商
業
マ
ー
ジ
と

が
相
対
的
に
減
少
し
た
以
外
は
、
前
半
と
大
き
な

差
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
後
半
期
で
は
、
金
属
機
械
工
業
で
投

資
の
効
果
が
プ
ラ
ス
に
な
っ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
と
思

い
ま

す
。
九
二
年
以
降
は

一
層
の
外
資
導
入
に
よ
り
設
備
投
資
が
拡
大
し

た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
部
門
で
の
輸
出
拡
大
効
果

も
大
き
く
な
っ
て
い
ま
す
。
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
九
二
年
以

降
は
量
的
な
拡
大
の
み
な
ら
ず
、
高
度
な
技
術
を
具
体
化
し
た
資
本

設
備
の
蓄
積
が
進
ん
で
い
ま
す
の
で
、
中
国
で
も
生
産
性
の
改
善
が

期
待
さ
れ
ま
す
。

結
び

に
か
え

て

本
稿
で
は
、
ま
ず
、
経
済
発
展
と
経
済
の
構
造
変
化
の
関
係
に
つ

い
て
の
理
論
を
整
理
し
ま
し
た
。
経
済
を
論
じ
る
際
に
は
、
常
に
需

要
側
と
供
給
側
の
両
方
を
見
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
新
古
典
派
的

な
考
え
は
、
供
給
さ
れ
た
も
の
は
そ
れ
自
体
が
需
要
を
形
成
す
る
と

い
う
立
場

（セ
イ
法
則
）
で
あ
り
、
供
給
側
に
ウ
エ
イ
ト
を
お
き
ま

す
。
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
成
長
は
労
働
量
、
資
本
ス
ト
ッ
ク
、
そ
し
て
生
産
性



の
改
善
の
二
つ
の
要
素
で
説
明
さ
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
物
量
と
し

て
の
投
入
量
の
増
大
は
重
要
な
の
で
す
が
、
先
進
国
の
経
験
か
ら
、

高
度
成
長
期
に
は
、
効
率
の
改
善
が
主
要
な
成
長
要
因
に
な
る
こ
と

が
知
ら
れ
て
お
り
、
効
率
の
改
善
が
あ

っ
て
こ
そ
、
本
物
の
成
長
で

あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
り
ま
す
。

一
方
で
、
市
場
で
の
価
格
に
よ
る
調
整
に
は
、　
一
定
の
距
離
を
置

く
経
済
学
の
立
場
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
立
場
で
は
む
し
ろ
数
量

の
調
整
を
重
視
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
こ
で
は
、
最
終
需
要
者
の

需
要
態
度
は
い
わ
ば
外
性
的
に
決
定
さ
れ
、
供
給
者
は
そ
の
需
要
を

満
足
す
る
よ
う
に
財
サ
ー
ビ
ス
を
生
産

（あ
る
い
は
輸
入
量
が
変
化
）

す
る
と
考
え
ら
え
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
理
論
的
な
立
場
の
違
い
は
あ
る
の
で
す
が
、
研
究

者
の
関
心
は
成
長
著
し
い
ア
ジ
ア
経
済
、
と
く
に
中
国
に
関
し
て
、

果
た
し
て
、
先
進
国
な
み
の
産
業
構
造
に
な
る
の
か
、
言
い
換
え
れ

ば
、
生
産
効
率
の
改
善
を
伴

っ
た
持
続
的
な
経
済
成
長
軌
道
に
乗

っ

て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

い
ず
れ
の
立
場
で
あ
れ
、
か
な
り
の
実
証
研
究
の
蓄
積
が
あ
り
ま

す
。
本
稿
で
は
、
途
上
国
の
経
済
発
展
の
パ
タ
ー
ン
に
係
わ
る
内
外

の
分
析
を
紹
介
し
、
筆
者
も
中
国
に
関
し
て
の
分
析
を
試
み
ま
し

た
。
著
者
が
八
七
年
以
降
の
中
国
の
生
産
性
改
善
を
試
算
し
た
と
こ

ろ
、
確
か
に
古
い
時
期
に
は
生
産
性
の
改
善
は
あ
ま
り
見
ら
れ
ま
せ

ん
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
近
年
積
極
的
に
外
資
を
導
入
し
て
い
る
機

械
産
業
を
中
心
に
、
生
産
性
の
改
善
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

し
た
。
ま
た
、
本
稿
に
は
示
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
外
資
比
率
の
高

い
産
業
ほ
ど
、
生
産
性
の
効
率
改
善
が
大
き
い
こ
と
も
確
認
さ
れ
て

い
ま
す
。

経
済
発
展
の
パ
タ
ー
ン
と
い
う
と
き
は
、
産
業
構
造
の
変
化
を
引

き
起
こ
し
た
需
要
要
因
を
そ
の
名
前
に
す
る
場
合
が
多
い
で
す
。
従

来
の
教
科
書
的
な
発
展
パ
タ
ー
ン
と
は
、
典
型
的
に
は
日
本
が
経
験

し
た
よ
う
に
、
初
期
の
段
階
で
は
、
国
内
品
が
輸
入
品
を
代
替
し
な

が
ら
、
国
内
市
場
で
の
循
環
を
バ
ネ
に
成
長
す
る
と
い
う
内
需
主
導

型
の
発
展
で
し
た
。
国
際
競
争
力
も
身
に
つ
け
た
産
業
が
、
輸
出
産

業

へ
と
成
長
す
る
輸
出
主
導
型
発
展
は
そ
の
次
の
段
階
に
来
る
も
の

で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
韓
国
や
台
湾
な
ど
の
ア
ジ
ア
新
興
工
業
国

は
、
国
内
市
場
が
そ
も
そ
も
小
さ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
経

済
発
展
の
初
期
の
段
階
か
ら
輸
出
主
導
で
の
発
展
パ
タ
ー
ン
で
し

た
。
さ
て
、
注
目
を
集
め
て
い
る
中
国
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
興
味

あ
る
結
果
が
得
ら
れ
て
い
ま
す
。
中
国
の
産
業
構
造
の
変
化
の
中

で
、
中
間
投
入
の
貢
献
度
が
大
き
い
と
い
う
意
味
で
は
、
日
本
の

（従
来
型
）
パ
タ
ー
ン
に
近
い
と
い
え
ま
す
が
、
同
時

に
輸
出
の
貢

イ ア



献
が
大
き
い
と
い
う
意
味
で
は
、
ア
ジ
ア
新
興
国
の
パ
タ
ー
ン
に
も

近
く
な
っ
て
い
ま
す
。
あ
る
意
味
で
当
然
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
大
き
な
市
場
を
も
つ
経
済
が
経
済
発
展
を
始
め
る
と
き
に
は
、

従
来
型
と
ア
ジ
ア
新
興
国
の
パ
タ
ー
ン
の
折
衷
に
な
る
よ
う
で
す
。

付
論
　
産
業
連
関
表

あ
る

一
定
期
間
内
の
、
産
業
や
家
計
、
政
府
、
海
外
と
い
っ
た
経

済
主
体
間
の
財
や
サ
ー
ビ
ス
の
循
環
を
、
行
列
形
式
で
体
系
的
に
表

し
た
統
計
表
を
産
業
連
関
表
と
呼
び
ま
す
。
付
表
１
は
二
〇
〇

一
年

の
日
本
の
産
業
連
関
表
を
示
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
表
は
、
そ
れ
ら

を

「農
林
水
産
業
」
、
「鉱
工
業
」、
「建
設

。
公
共
事
業

（電
力

・
ガ

ス
・
水
道
と
、
「
サ
ー
ビ
ス
」
の
四
つ
の
産
業
部
門
に
統
合
し
て
簡

略
化
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
簡
略
化
さ
れ
た
表
を
用
い
て
、
産
業
連

関
表
の
基
本
的
な
見
方
を
説
明
す
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

表
の
各
行

（横
方
向
）
は
、
対
応
す
る
産
業
で
生
産
さ
れ
た
製
品

が

「
ど
こ
へ
」
、
「
ど
れ
だ
け
」
販
売
さ
れ
た
か
を
示
し
て
い
ま
す
。

別
の
言
葉
で
言
え
ば
、
そ
の
製
品
に
対
す
る
需
要
の
発
生
源
を
示
し

て
い
ま
す
。
例
え
ば

「鉱
工
業
」
に
対
応
す
る
第
２
行
の
数
値
を
横

に
見
れ
ば
、
鉱
工
業
製
品
が

「農
林
水
産
業
」

へ
、
二

・
六
兆
円
、

自
産
業
で
あ
る

「鉱
工
業
」

へ
一
二

一
・
五
兆
円
、
「建
設

。
公
共

事
業
」

へ
二
四

・
五
兆
円
、
「
サ
ー
ビ
ス
」

へ
四
三

。
一
兆
円
販
売

さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
家
計
お
よ
び
政
府

へ

「消

費
」
と
し
て
六
四

・
七
兆
円
、
企
業
や
政
府

へ

「投
資
」
と
し
て
四

〇

・
七
兆
円
販
売
さ
れ
、
海
外

へ

「輸
出
」
と
し
て
四
四

。
一
兆
円

販
売
さ
れ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
産
業
連
関
表
を
見
る
場
合
そ
の
製
品
が

「
ど
こ
へ
」
、

「
ど
れ
だ
け
」
販
売
さ
れ
た
か
に
加
え
て
、
そ
れ
が

「ど
の
よ
う
に
」

利
用
さ
れ
た
か
を
見
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
例
え
ば
、
鉱
工
業
製
品

の
う
ち
、
「農
林
水
産
業
」
か
ら

「
サ
ー
ビ
ス
」
ま
で
の
四
つ
の
産

業
部
門
に
販
売
さ
れ
た
製
品
は
、
そ
れ
ら
の
産
業
の
製
品
を
生
産
す

る
た
め
に
原
材
料
と
し
て
利
用
さ
れ
る
も
の
で
す
。
こ
れ
に
対
し

て
、
「消
費
」
、
「投
資
」
、
「輸
出
」
と
し
て
販
売
さ
れ
た
製
品
は
、

少
な
く
と
も
こ
の
年
に
国
内
で
の
製
品
の
生
産
に
利
用
さ
れ
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。
産
業
連
関
表
で
は
、
前
者
を
、
製
品
の
生
産
の
中

間
段
階
で
原
材
料
と
し
て
利
用
す
る
た
め
に
需
要
さ
れ
る
と
い
う
意

味
で
、
「中
間
需
要
」
、
後
者
を
原
材
料
で
は
な
く
最
終
製
品
と
し
て

消
費
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で

「最
終
需
要
」
と
呼
び
、
区
別
し
ま

す
。
こ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
付
表
１
の
第
５
列
と
第
９
列
に
合
計
が

記
入
さ
れ
て
い
ま
す
。
「鉱
工
業
」
の
場
合
、
中
間
需
要
と
最
終
需

要
は
そ
れ
ぞ
れ
、　
一
九

一
・
七
兆
円
と

一
四
九

・
五
兆
円
と
な

っ
て



農林鉱皇業残重サゴビフ
5

中間
需要

6     7    8

消費 投資 輸出

9

最終
需要

10

輸入

11

国内
生産

1農林水産業

2鉱工業

3建設公共事業

4サービス業

14 84 01  13
2 6 121 5 24_5   43 1

0 1   6 6  4 3   12 4

1 9  52 0 20 1  106 1

11 3

191 7

23 4

180.0

37 03 0.1
64 7  40 7 44.1

11 8  63 5  0_0

309 8  21 5 10 0

42
149 5

75 3

341 3

-22
-443

00
-100

13 3

296 9

98 7

5113

5中間投入 6 0 188 5 49 0  162 9 406_4 389 9 126 1 54 2 570 2 -56 4 920.2

6雇用者所得

7営業余剰

8資本減耗

9純間接税

1 4  58 2 31 4  202 0

4 1  19 1  6 0   72 9

1 5  16 1  9 3   58 6

0 3  15_0  2 9   15 0

293 0

102 2

85 4

33 2

10付加価値 7 3 108 4 49 7  348 4 5138

11国 内生産 13 3 296.9 98 7  511 3 9202

12シ ェア (%) 1 4  32.3 10 7   55 6 100 0

出所 :経済産業省の Webの データを筆者が統合

付表 1 2001年産業連関表 (延長表)

付表 2 長州藩1840年の産業連関表

(単位 :兆円)

(単位 :札銀千貫)

中間需要 最終需要
輸 出 調整 生産計

農業 製造業 計 町民 藩 藩士

農業

製造業

2      5

4     10

7

14

44   2

16   3

3

3

8

13

0

9

輸入 6

賃金

年貢等 l

生産計 122

出所 :西川俊作『日本経済の成長史J(東洋経済新報社、1985)
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い
ま
す
。
し
か
し
、
製
品
に
対
す
る
需
要
の
中
に
は
、
国
内
の
産
業

で
生
産
さ
れ
た
国
産
品
だ
け
で
な
く
、
海
外
で
生
産
さ
れ
た
輸
入
品

に
対
す
る
需
要
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
産
業
連
関
表

の
需
要
の
合
計
は
そ
の
分
だ
け
、
国
内
で
生
産
さ
れ
た
額
よ
り
大
き

く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
付
表
１
の
産
業
連
関
表
で
は
、

需
要
の
う
ち
輸
入
で
賄
わ
れ
た
分
を
、　
一
括
し
て
別
に
第
１０
列
に
控

除
項
目

（負
値
）
と
し
て
掲
げ
て
い
る
わ
け
で
す
。
「鉱
工
業
」
の

場
合
四
四

・
三
兆
円
の
製
品
が
輸
入
さ
れ
て
い
ま
す
。

次
に
、
表
の
数
値
を
列

（縦
方
向
）
に
そ
っ
て
見
る
と
、
各
列

は
、
そ
の
産
業
が
、
製
品
を
生
産
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
を

「
ど

こ
か
ら
」
、
「
ど
れ
だ
け
」
購
入
し
た
か
を
示
し
て
い
ま
す
。
た
だ

し
、
購
入
の
対
価
と
し
て
支
払

っ
た
金
額
で
表
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

行
の
場
合
と
同
様
、
「鉱
工
業
」
に
対
応
す
る
第
２
列
の
数
値
を
縦

に
見
れ
ば
、
こ
の
産
業
が
、
「農
林
水
産
業
」
へ
八

・
四
兆
円
、
自

産
業
で
あ
る

「鉱
工
業
」

へ
一
二

一
・
五
兆
円
、
「建
設
・公
共
事

業
」
へ
六

・
六
兆
円
、
「
サ
ー
ビ
ス
」

へ
五
二
・
〇
兆
円
支
払

っ
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
製
品
を
生
産
す
る
た
め

に
用
い
た
原
材
料
の
購
入
の
対
価
と
し
て
支
払
わ
れ
た
も
の
で
す
。

産
業
連
関
表
で
は
、
こ
れ
ら
を

「中
間
投
入
」
と
呼
び
ま
す
。
産
業

が
製
品
の
生
産
の
た
め
に
用
い
る
も
の
は
原
材
料
だ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
す
な
わ
ち
労
働
者
を
雇
用
し
、
機
械

・
建
物
な
ど
の
資
本
設

備
を
利
用
し
ま
す
。
こ
れ
ら
を
利
用
す
る
対
価
と
し
て
支
払
わ
れ
る

額
が
表
の
第
６
行
か
ら
第
９
行
ま
で
に
示
さ
れ
た
も
の
で
す
。
「鉱

工
業
」
の
場
合
、
労
働

へ
の
支
払
い
で
あ
る

コ
屋
用
者
所
得
」
は

五
八

。
二
兆
円
、
「営
業
余
剰
」
は

一
九

。
一
兆
円
、
「資
本
減
耗
引

当
」
は

一
六

。
一
兆
円
で
す
が
、
こ
れ
に
政
府
に
支
払
う

「純
間
接

税
」

一
五

・
〇
兆
を
加
え
た
額
が
付
加
価
値
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
を

第
５
行
に
示
さ
れ
た
中
間
投
入
額

一
八
八

。
五
兆
円
に
加
え
る
と
、

国
内
生
産
額
は
最
下
行
に
示
さ
れ
た
二
九
六

。
九
兆
円
と
な
り
ま
す

が
、
こ
の
値
は
、
第
２
行
の
最
右
列
に
示
さ
れ
た
国
内
生
産
額
と

一

致
し
ま
す
。

産
業
連
関
表
は
国
内
総
生
産
の
概
念
を
明
確
に
表
し
て
い
ま
す
。

国
内
総
生
産
と
は
各
産
業
の
付
加
価
値
の
合
計
、
つ
ま
り
、
国
内
生

産
額
か
ら
中
間
投
入
額
を
差
し
引
い
た
も
の
で
す
の
で
、
五

一
三

・

八
兆
円
と
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
最
下
行
の
国
内
生
産
額
は
最
右

列
の
国
内
生
産
額
と
同
じ
で
あ

っ
て
、
合
計
す
れ
ば
中
間
投
入
と
中

間
需
要
と
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
等
し
く
な
り
ま
す
。
そ
う
す
れ

ば
、
付
加
価
値
の
合
計
額
は
最
終
需
要
か
ら
輸
入
を
さ
し
引
い
た
額

五

一
三

・
八
兆
円

（五
七
〇

。
二
兆
円
マ
イ
ナ
ス
五
六
・
四
兆
円
）
で

あ
る
こ
と
も
解
り
ま
す
。
こ
の
額
を
国
内
総
支
出
と
い
い
ま
す
。
こ



の
よ
う
に
産
業
連
関
表
は
、
生
産
と
支
出
両
面
か
ら
見
た
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の

額
が

一
致
す
る
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。

二
〇
〇

一
年
で
の
産
業
構
成
を
見
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
何
を
基
準

に
す
る
か
に
よ
っ
て
異
な
る
の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
国
内
生
産
ベ
ー

ス
で
み
ま
し
ょ
う
。
農
林
水
産
業
の
シ
ェ
ア
は

一
。
四
％
と
わ
ず
か

し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
サ
ー
ビ
ス
業
は
五
五

。
六
％
と
全
生
産
額
の
半

分
を
超
え
て
い
ま
す
。
中
間
需
要
と
付
加
価
値
の
比
率
は
約
四
対
五

と
ほ
ぼ
同
額
で
す
が
、
付
加
価
値
の
方
が
や
や
大
き
く
な
っ
て
い
ま

す
。
支
出
面
で
は
、
消
費
が
最
終
需
要
全
体
の
三
分
の
二
以
上
を
占

め
て
い
ま
す
。
輸
出
入
は
、
農
林
水
産
業
で
は
輸
入
超
過
で
す
が
、

そ
れ
を
の
ぞ
け
ば
各
産
業
で
ほ
ぼ
同
額
に
な
っ
て
い
ま
す
。

本
稿
を
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
く
雑
誌
が

『経
済
史
研
究
』
と
い
う

こ
と
で
す
の
で
、
参
考
ま
で
に
、
西
川
俊
作
教
授
に
よ
る
、
幕
末
の

長
州
藩
の
産
業
連
関
表
を
付
表
２
に
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
付

加
価
値
率
が
八
割
近
く
も
あ
り
ま
す
の
で
、
現
在
に
比
較
し
て
迂
回

生
産
の
構
造
が
格
段
に
脆
弱
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ま

た
、
農
民

へ
の
税
率
は
五
割
と
い
う
高
い
率
で
あ

っ
た
こ
と
、
当
時

の
長
州
藩
は
輸
出
超
過
で
あ

っ
た
こ
と
な
ど
が
読
み
取
れ
ま
す
。

（１
）

実
は
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
増
加
す
る
と
き
も
経
済
構
造
が
変
化
し
ま
す
。

ま
た
、
潜
在
成
長
能
力
や
成
長
競
争
力
と
い
う
概
念
も
あ
り
、
こ

う
な
る
と
、
経
済
発
展
と
経
済
成
長
の
区
別
は
あ
ま
り
な
い
よ
う

で
す
。

（２
）

日
本
経
済
史
研
究
所
で
開
か
れ
た
、
中
兼
氏
に
よ
る
山
本

『中

国
の
労
働
市
場
』
の
書
評
会

で
の
議
論
は
、
合
理
的
低
賃
金
制

も
、
こ
の
枠
組
み
で
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で

し
た
。

（３
）

ロ
ス
ト
ウ
は
ケ
ネ
デ
ィ
と
ジ

ョ
ン
ソ
ン
の
両
政
権
で
特
別
補
佐

官
を
務
め
ま
す
。
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
に
つ
い
て
も
積
極
的
推
進
派
で

知
ら
れ
て
い
ま
す
。
二
〇
〇
三
年
二
月
十
三
日
に
八
十
六
歳
で
な

く
な
り
ま
し
た
。

（４
）

限
界
理
論
と
い
う
の
は
、
企
業
は
与
え
ら
れ
た
価
格
体
系

（完

全
競
争
の
仮
定
）
の
も
と
で
利
潤
を
最
大
に
す
る
た
め
に
は
、
生

産
要
素
の
限
界
生
産
力
と
実
質
報
酬
が
均
等
す
る
よ
う
に
、
各
生

産
要
素
を
投
入
す
る
と
い
う
理
論
で
あ
る
。

（５
）

こ
の
指
数
は
集
計
関
数
の
名
前
か
ら
ト
ラ
ン
ス
ロ
グ
指
数
と
い

わ
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
が
、
ト
ロ
ン
キ
ビ
ス
ト
指
数
と
も
よ
ば

れ
ま
す
。

（６
）

世
界
銀
行
が

国
”
＞
国
の
好
調
さ
の
要
因
と
し
て
挙
げ
る
の
は
、

次
の
五
点
で
す
。
（イ
）高

い
全
要
素
生
産
性
、
（
口
）適
切
な
公
共

政
策
、
（
ハ
）
巧
妙
な
輸
出
支
援
策
、
（
一こ
マ
ク
ロ
的
安
定
政
策
と

ミ
ク
ロ
的
イ
ン
セ
ン
テ
イ
ブ
政
策
の
バ
ラ
ン
ス
、
（ホ
）
有
能
な
経

済
官
僚
機
構
と
官
民
協
調
体
制
、
（
へ
）
教
育
重
視
と
人
的
資
本
の

急
増
。

5ク



（７
）

今
回
、
Ｔ
Ｆ
Ｐ
成
長
率

（年
換
算
）
の
計
算
に
あ
た
っ
て
は
、

五
年
分
の
Ｔ
Ｆ
Ｐ
成
長
率
を
求
め
、
こ
の
値
を
年
率
換
算
し
て
い

ま
す
。
そ
の
た
め
、
生
産
量
成
長
率
と
各
要
因
の
合
計
が
等
し
く

な
り
ま
せ
ん
。

（８
）

サ
ー
ビ
ス
の
輸
出
が
拡
大
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
輸
出
品
の

商
業
マ
ー
ジ
ン
の
拡
大
で
す
。

（９
）

中
国
で
も
サ
ー
ビ
ス
が
拡
大
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
商
業

マ
ー
ジ
ン
の
拡
大
が
主
要
因
で
す
。

参
考
文
献

黒
田
昌
弘

「全
要
素
生
産
性
の
理
論
と
測
定
」
、
『イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
＆

Ｉ
Ｏ
テ
ク
ニ
ー
ク
』、
第
二
巻
、
第
二
号
、　
一
九
九
二
。

国
家
統
計
局

『中
国
統
計
年
鑑

一
九
九
九
』
、
中
国
統
計
出
版
社
、　
一

九
九
九
。

高
山
晟

「開
発
経
済
学
の
現
状
」、　
一
九
八
五
、
（安
場
保
吉

。
江
崎
光

男
編

『経
済
発
展
論
』
所
収
、
創
文
社
）
。

鳥
居
泰
彦

『経
済
発
展
論
』
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洋
経
済
新
報
社
、　
一
九
七
九
。

日
本
経
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研
究
セ
ン
タ
ー
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国
近
代
経
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成
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に
果
た
し
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制
度

政
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上
国
へ
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適
用
可
能
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経
済
研
究
セ
ン
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ー
、　
一
九
九
五
。

中
島
隆
信
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吉
岡
完
治

『実
証
経
済
分
析
の
基
礎
』
慶
應
義
塾
大
学
出

版
会
、　
一
九
九
七
。

西
川
俊
作

『「
日
本
経
済
の
成
長
史
』
東
洋
経
済
新
報
社
、　
一
九
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。

藤
川
清
史
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ロ
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経
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関
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創
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本
経
済
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点
』
創
文
社
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九
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〇
。

宮
沢
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一

『産
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の
経
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学
』
東
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経
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。
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〇
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