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第
二
章
　『
不
完
全
競
争
の
経
済
学
』

ジ
ョ
ー
ン
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
が
『
不
完
全
競
争
の
経
済
学
』（Robinson, 1933a

）
を
書
こ
う
と
し
た
頃
に
、
リ
チ
ャ
ー

ド
・
カ
ー
ン
と
の
長
き
に
わ
た
る
知
的
親
交
も
始
ま
っ
た
。
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
頃
に
カ
ー
ン
は
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
キ

ン
グ
ス
カ
レ
ッ
ジ
の
フ
ェ
ロ
ー
シ
ッ
プ
を
請
求
す
る
た
め
に
、
素
晴
ら
し
い
論
文
と
な
っ
た
『
短
期
の
経
済
学
』（Kahn, 

1929; 1989

）
を
書
い
て
い
た
。
そ
の
時
に
は
、
経
済
学
を
学
び
始
め
て
か
ら
一
年
し
か
経
っ
て
い
な
か
っ
た
（H

arcourt, 
1991; 1993

）。
ジ
ョ
ー
ン
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
が
ス
ラ
ッ
フ
ァ
の
行
っ
た
注
目
す
べ
き
「
上
級
価
値
理
論
」
の
講
義
の
幾
つ
か

を
聴
講
し
た
こ
と
は
、
ほ
ぼ
確
か
で
あ
る
（M

arcuzzo, 2005

を
参
照
）。
そ
の
講
義
は
、
一
九
二
〇
年
代
の
終
わ
り
と

一
九
三
〇
年
代
の
初
め
に
行
わ
れ
た
。
一
九
二
〇
年
代
の
初
め
に
学
部
生
で
あ
っ
た
ジ
ョ
ー
ン
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
は
、
Ａ
・

Ｃ
・
ピ
グ
ー
や
、
デ
ニ
ス
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
、
そ
れ
に
と
り
わ
け
ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
シ
ョ
ー
ヴ
に
よ
る
講
義
や
著
作
を
通
じ

て
（
シ
ョ
ー
ヴ
の
場
合
は
、
著
作
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
）、
マ
ー
シ
ャ
ル
や
ピ
グ
ー
の
価
値
理
論
の
内
容
を
熟
知
し
て
い
た
。

ジ
ョ
ー
ン
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
ガ
ー
ト
ン
・
カ
レ
ッ
ジ
で
の
指
導
教
官
で
あ
っ
た
マ
ー
ジ
ョ
リ
ー
・
タ
ッ
パ
ン–

ホ
ラ
ン
ド
も
筋

金
入
り
の
マ
ー
シ
ャ
ル
信
奉
者
で
あ
っ
た
。
ジ
ョ
ー
ン
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
は
、
そ
の
指
導
教
官
と
は
気
が
合
わ
な
か
っ
た
（
第
一

章
、
注
６
を
参
照
）。
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
は
、『
産
業
構
造
の
基
礎
理
論
』（1931

）
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
そ
の

本
は
、
名
目
上
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
・
経
済
学
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
・
シ
リ
ー
ズ
の
た
め
の
教
科
書
で
あ
っ
た
が
、
実
体
は
企
業
論
に
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つ
い
て
の
独
創
的
で
革
新
的
な
研
究
論
文
で
あ
っ
た
。（
そ
の
こ
と
は
、
ジ
ョ
ン
・
ホ
ィ
テ
カ
ー
（1989

）
が
指
摘
し
て
い
る
。

ま
たH

arcourt

（1997a, 2001a

）
も
参
照
。）
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
が
そ
の
本
に
取
り
組
ん
だ
の
は
、
恐
ら
く
、

ジ
ョ
ー
ン
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
が
『
不
完
全
競
争
の
経
済
学
』
を
書
き
始
め
る
前
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
と
同
時
並
行
的

で
あ
っ
た
の
は
確
か
だ
ろ
う
。（
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ジ
ョ
ー
ン
と
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
一
九
二
六
年
に
結
婚
し
て
、
二
年
間

イ
ン
ド
に
滞
在
し
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
に
一
九
二
〇
年
代
後
半
に
戻
っ
た
。）

現
在
で
は
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
ス
ラ
ッ
フ
ァ
の
講
義
は
、
そ
れ
ま
で
ジ
ョ
ー
ン
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
が
教
育
さ
れ
て
き
た

よ
う
な
見
解
に
対
し
て
極
め
て
挑
戦
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
ス
ラ
ッ
フ
ァ
自
身
か
ら
み
れ
ば
、
講
義
内
容
は
か
な
り
抑
制

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ス
ラ
ッ
フ
ァ
は
講
義
の
準
備
に
か
な
り
長
い
期
間
を
要
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
と
時
を
同
じ

く
し
て
一
つ
の
行
動
を
起
こ
し
始
め
て
い
た
と
い
う
証
拠
が
あ
る
。
そ
の
行
動
は
、
実
質
的
に
は
、
古
典
派
政
治
経
済
学
の
ア

プ
ロ
ー
チ
を
復
活
さ
せ
、
新
古
典
派
経
済
学
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
否
定
す
る
と
い
う
生
涯
の
研
究
課
題
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ

た
。
新
古
典
派
経
済
学
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
否
定
と
い
う
点
で
は
、
マ
ー
シ
ャ
ル
と
ピ
グ
ー
が
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
に
お
け
る
ス
ラ
ッ

フ
ァ
の
主
要
な
対
象
で
あ
っ
た
。
ス
ラ
ッ
フ
ァ
の
講
義
内
容
の
多
く
は
一
九
二
五
年
の
論
文
と
一
九
二
六
年
の
論
文
の
議
論
を

取
り
込
ん
で
い
た
が
、
そ
れ
ら
の
論
文
は
、
ス
ラ
ッ
フ
ァ
が
イ
タ
リ
ア
人
解
説
者
を
通
じ
て
身
に
付
け
た
マ
ー
シ
ャ
ル
理
論
に

つ
い
て
の
訓
練
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
ス
ラ
ッ
フ
ァ
は
、
グ
ラ
ム
シ
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

価
値
や
分
配
理
論
に
関
す
る
古
典
派
政
治
経
済
学
者
や
マ
ル
ク
ス
の
教
え
、
そ
れ
に
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
有
力
者
、
な
か

で
も
ワ
ル
ラ
ス
と
パ
レ
ー
ト
の
教
え
を
吸
収
し
て
い
た
。
ス
ラ
ッ
フ
ァ
の
講
義
に
は
、
無
差
別
曲
線
や
基
数
的
効
用
か
ら
序
数

的
効
用
へ
の
移
行
に
関
す
る
パ
レ
ー
ト
の
解
説
も
含
ま
れ
て
い
た
。
効
用
と
い
う
概
念
は
、
ス
ラ
ッ
フ
ァ
に
と
っ
て
既
に
許
し
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難
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
彼
が
価
値
理
論
に
お
い
て
少
な
く
と
も
原
則
と
し
て
数
量
的
な
計
測
や
物
理
的
存
在
に
、

傾
注
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
特
に
二
つ
の
伝
統
的
流
派
に
お
け
る
費
用
、
さ
ら
に
経
済
理
論
全
般
に
お
け
る
費
用
の
意
味

に
傾
注
し
て
い
た
（
１
）。
し
か
し
、
ス
ラ
ッ
フ
ァ
は
新
た
な
出
発
を
ど
の
よ
う
な
形
で
厳
密
に
発
展
さ
せ
ら
れ
る
か
に
関
し
て
全
く

不
確
か
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
初
期
段
階
に
あ
っ
た
そ
の
研
究
は
講
義
録
自
体
に
は
ほ
と
ん
ど
姿
を
現
し
て
い
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
ス
ラ
ッ
フ
ァ
は
、
実
際
の
環
境
に
お
け
る
価
格
形
成
を
理
解
す
る
た
め
に
部
分
均
衡
分
析
を
用
い
て
も
、
そ

の
実
用
性
は
極
め
て
限
ら
れ
る
と
い
う
見
解
を
は
っ
き
り
と
持
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
手
法
を
論
理
的
に
筋
の
通
っ
た

も
の
に
す
る
に
は
、
供
給
の
条
件
が
需
要
の
条
件
か
ら
独
立
し
て
い
る
こ
と
を
保
証
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
厳
格

な
条
件
が
実
際
の
状
況
に
お
い
て
満
た
さ
れ
る
の
は
非
常
に
稀
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（
こ
れ
が
、
一
九
二
五
年
論
文

と
一
九
二
六
年
論
文
の
主
た
る
論
旨
で
あ
っ
た
。）
こ
の
こ
と
は
、
一
九
三
〇
年
に
『
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
誌
上

で
行
わ
れ
た
代
表
的
企
業
と
収
益
逓
増
に
関
す
る
討
論
会
に
お
け
る
ス
ラ
ッ
フ
ァ
に
よ
る
明
確
な
主
張
に
つ
な
が
っ
た
。
彼
の

主
張
は
、
マ
ー
シ
ャ
ル
の
理
論
を
見
捨
て
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
（Sraffa, 1930, 93

）。
ス
ラ
ッ
フ
ァ
は
、

競
争
条
件
の
下
で
の
収
穫
に
関
す
る
法
則
の
本
質
に
つ
い
て
古
典
派
の
著
作
か
ら
知
識
を
得
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
頃
ま
で

に
は
、
マ
ー
シ
ャ
ル
や
特
に
ピ
グ
ー
に
よ
る
試
み
を
否
定
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
彼
ら
の
試
み
と
は
、
古
典
派
理
論
の
中

の
別
の
仕
切
ら
れ
た
部
分
で
起
き
る
収
穫
逓
増
と
収
穫
逓
減
の
概
念
を
取
り
上
げ
て
、
出
現
し
つ
つ
あ
り
、
実
際
に
出
現
し
た

新
古
典
派
の
価
値
理
論
の
中
で
、
そ
れ
ら
の
考
え
を
結
び
付
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

ジ
ョ
ー
ン
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
に
非
常
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
ス
ラ
ッ
フ
ァ
の
「
含
蓄
の
あ
る
主
張
」
も
、
彼
に
と
っ
て
は
余

談
で
あ
っ
た
。
そ
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
価
値
論
の
出
発
点
は
、
純
粋
（
あ
る
い
は
、
完
全
）
競
争
で
は
な
く
独
占
と
す
べ
き
で
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第
四
章
　
ジ
ョ
ー
ン
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
説
く
マ
ル
ク
ス
　

互
い
に
話
し
合
え
る
専
門
用
語
を
二
つ
の
党
派
が
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
確
か

だ
。
だ
が
実
際
に
は
、
ど
ち
ら
の
党
派
も
そ
う
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
主
義
・
信
条
を
語
る
上
で
慣
れ
親
し
ん
だ
言
葉
を
翻
訳
す
る
と
な
る
と
、
そ
の
過

程
で
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
理
解
が
失
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
を
恐
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

R
obinson 

（1973b, 247

）

四
・
一　

序

本
章
で
は
、
ジ
ョ
ー
ン
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
が
モ
ー
リ
ス
・
ド
ッ
ブ
と
の
問
答
を
通
じ
て
マ
ル
ク
ス
に
関
す
る
初
期
の
見
解
を
形

成
し
た
こ
と
を
考
察
す
る
。
次
い
で
、
そ
の
見
解
が
当
時
カ
レ
ツ
キ
や
ケ
イ
ン
ズ
、
そ
れ
に
何
人
か
の
評
論
家
に
ど
う
受
け
止

め
ら
れ
た
か
を
み
る
。
ま
た
、
彼
女
が
マ
ル
ク
ス
経
済
学
に
つ
い
て
持
ち
続
け
た
見
解
も
検
討
す
る
。『
マ
ル
ク
ス
経
済
学
（
１
）』

（Robinson, 1942b

）
は
、
重
要
な
本
で
あ
る
。『
マ
ル
ク
ス
経
済
学
』
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
の
理
論
と
、
正
統
派

経
済
学
理
論
あ
る
い
は
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
理
論
と
の
折
り
合
い
を
付
け
る
こ
と
を
狙
っ
た
、
経
済
学
者
に
よ
る
数
少
な
い
真
剣

な
取
り
組
み
の
一
つ
で
あ
る
。
正
統
派
経
済
学
者
と
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
者
が
語
り
合
っ
た
主
な
分
野
は
、
し
ば
ら
く
の
間
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は
価
値
を
価
格
に
変
換
す
る
問
題
で
あ
っ
た
。
ジ
ョ
ー
ン
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
は
著
書
で
、
マ
ル
ク
ス
を
総
合
的
に
論
じ
る
上
で

「
価
値
」
は
必
要
で
は
な
い
と
主
張
し
た
。
恐
ら
く
そ
の
こ
と
は
、『
資
本
論
』
の
他
の
面
に
関
心
を
向
け
直
さ
せ
る
た
め
の

彼
女
の
戦
略
で
あ
っ
た
。
著
名
な
経
済
学
者
が
マ
ル
ク
ス
を
真
面
目
に
取
り
上
げ
る
の
は
異
例
な
こ
と
で
あ
っ
た
。（
も
っ
と

も
、
ポ
ー
ル
・
ス
ウ
ィ
ー
ジ
ー
は
、
マ
ル
ク
ス
に
真
剣
に
取
り
組
ん
だ
。
彼
女
の
同
僚
の
モ
ー
リ
ス
・
ド
ッ
ブ
や
ピ
エ
ロ
・
ス

ラ
ッ
フ
ァ
も
同
様
で
あ
っ
た
。）
ジ
ョ
ー
ン
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
は
、
ケ
イ
ン
ズ
の
雇
用
と
有
効
需
要
の
理
論
と
、
マ
ル
ク
ス
の
危

機
の
理
論
と
の
間
に
は
、
あ
る
程
度
共
鳴
す
る
も
の
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
問
題
と
す
べ
き
適
切
な
今
日
的
論
点
を
マ
ル
ク
ス

が
呈
示
し
た
こ
と
は
、
当
を
得
た
も
の
で
あ
る
と
直
感
的
に
思
っ
た
（
２
）。
彼
女
が
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
の
調
査
に
乗
り
出
す
こ
と

に
な
っ
た
も
う
一
つ
の
要
因
は
、
マ
ー
シ
ャ
ル
流
の
正
統
派
か
ら
脱
却
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
彼
女
の

『
マ
ル
ク
ス
経
済
学
』
に
は
、
正
常
利
益
率
に
関
す
る
正
統
派
の
理
論
に
対
す
る
批
判
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ジ
ョ
ー
ン
・
ロ
ビ

ン
ソ
ン
は
、
マ
ー
シ
ャ
ル
か
ら
離
れ
る
方
策
を
探
っ
て
、
よ
り
古
典
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
へ
移
行
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
、
例
え

ば
『
ロ
ー
ザ
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
序
説
』（Robinson, 1951a

）
や
『
資
本
蓄
積
論
』（Robinson, 1956a

）
に
み
ら
れ

る
通
り
だ
が
、
根
底
に
は
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
知
識
が
あ
っ
た
。
ジ
ョ
ー
ン
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
が
マ
ル
ク
ス
に
関
心
を
持
っ
た
の

は
、
資
本
主
義
社
会
の
不
平
等
に
取
り
組
む
「
本
物
の
」
経
済
学
を
創
り
上
げ
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。
し
か

し
な
が
ら
、
そ
の
本
の
調
査
と
執
筆
に
か
け
た
期
間
は
半
年
足
ら
ず
で
あ
り
、
自
分
の
解
釈
を
反
芻
し
熟
慮
す
る
時
間
は
、
ほ

と
ん
ど
な
か
っ
た
。（
そ
れ
が
、『
資
本
論
』
に
つ
い
て
の
彼
女
の
解
釈
が
極
度
に
単
純
化
さ
れ
て
い
る
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
マ
ー
シ
ャ
ル
の
解
釈
に
つ
い
て
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。）
ジ
ョ
ー
ン
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
と
ド
ッ
ブ
の
間

の
意
見
交
換
や
、
そ
の
後
に
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
評
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
『
マ
ル
ク
ス
経
済
学
』
の
評
価
は
、
当
時
の
イ
ギ



第四章　ジョーン・ロビンソンの説くマルクス

59

リ
ス
に
お
け
る
知
的
論
争
の
文
脈
の
中
で
み
る
べ
き
で
あ
る
。
知
性
的
な
考
え
方
を
支
配
し
て
い
た
の
は
、
論
理
経
験
主
義
で

あ
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
イ
ギ
リ
ス
に
は
急
進
主
義
の
伝
統
が
あ
り
、
そ
れ
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
論
構
成
に
反
対
し
て
い

た
。
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
で
は
、
左
派
勢
力
の
間
に
お
い
て
さ
え
自
由
急
進
派
と
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
間
に
溝
が
あ
っ
た
。
そ
の
マ

ル
ク
ス
主
義
者
の
中
に
は
、
ジ
ョ
ー
ン
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
同
僚
で
あ
る
モ
ー
リ
ス
・
ド
ッ
ブ
と
ピ
エ
ロ
・
ス
ラ
ッ
フ
ァ
が
い
た
。

ピ
エ
ロ
・
ス
ラ
ッ
フ
ァ
も
彼
女
の
親
密
な
友
人
で
あ
っ
た
。

ド
ッ
ブ
は
、
一
九
三
五
年
に
「
現
代
経
済
理
論
の
幾
つ
か
の
傾
向
に
対
す
る
批
判
」
と
題
す
る
講
義
を
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
の

経
済
学
会
で
行
っ
た
（
公
刊
さ
れ
て
い
な
い
（
３
））。
ド
ッ
ブ
は
、
正
統
派
経
済
学
に
必
ず
出
て
く
る
抽
象
概
念
や
関
連
性
の
現
実

に
注
目
し
、
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。
そ
れ
ら
は
、
社
会
の
考
え
や
出
来
事
の
基
本
的
事
項
を
正
し
く
伝
え
て
い
な
い
、
あ
る

い
は
、
伝
え
る
対
象
に
す
ら
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
理
論
か
ら
、
物
質
的
、
社
会
的
、
経
済
的
な
世
界
に
関
す
る
結
論
や

含
意
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
ド
ッ
ブ
は
、
概
念
や
操
作
の
現
実
性
を
重
視
し
、
ま
た
演
繹
法
を
超
え
て
理
論
を
展
開
し
た
。

ド
ッ
ブ
に
よ
る
ジ
ョ
ー
ン
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
マ
ル
ク
ス
解
釈
に
対
す
る
応
答
の
根
底
に
は
、
そ
う
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
時
ま
で
に
、
ス
ラ
ッ
フ
ァ
は
、
概
念
と
操
作
の
両
方
に
つ
い
て
手
法
上
の
現
実
主
義
を
有
す
る
満
足
の
ゆ
く
理
論
に

つ
い
て
の
独
自
の
基
準
を
展
開
し
つ
つ
あ
っ
た
。
ス
ラ
ッ
フ
ァ
か
ら
み
れ
ば
、
演
繹
法
は
科
学
的
な
議
論
に
欠
く
こ
と
が
で
き

な
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
社
会
経
済
的
な
現
実
を
分
析
し
て
、
説
明
力
の
あ
る
首
尾
一
貫
し
た
理
論
に
到
達
す
る
の
に
は
十

分
で
は
な
い
。
こ
の
故
に
、
演
繹
法
は
、
観
察
さ
れ
る
現
実
に
基
づ
か
な
い
抽
象
概
念
と
同
様
に
、
論
拠
と
し
て
は
不
十
分
な

の
で
あ
る
（
４
）。
ス
ラ
ッ
フ
ァ
の
考
え
は
、
ド
ッ
ブ
の
主
張
に
形
式
的
な
基
準
を
い
く
ら
か
与
え
て
い
る
。


