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わが国最初の欧文経済学術雑誌

TheKッotoUniveγsity Economic Review 

創刊と世界への発信一一一

はじめに

京都大学経済学部の欧文紀要，The Kyoto 

University Economic Review (以下 KUERと略

す)は，第72巻第1/2号 (2003年10月)で終刊

になり，第73巻第 1号 (2004年6月)から The

Kyoto Economic Rezおw(以下 KERと略す)に

改題された。 KERは“Toward a new develop-

ment"と題された刊行の辞において KUERを

引き継ぐことを明示して巻号を継承し，表紙に

も“Formerlythe Kyoto University Economic Re-

view"と記している。しかし，その内容と刊行

の使命は大きく変わって，この 2誌は全く別の

雑誌といっても良いほどの改革が行われた。

KUERはその創刊時から，京都大学経済学

部で生み出された経済学理論を欧文で世界に発

信することを目的，使命とした。そのために

KUERへの執筆投稿者は学部スタッフに限ら

れ，掲載される論文は『経済論叢』等で既に和

文で公表されたものを英訳して掲載することが

基本であった。その英文も別の翻訳者に英訳や

校閲を依頼して完成させる方法が採用されてい

た。最近になって，英文のオリジナル論文も

徐々に増えてはきたが，基本的には創刊時の方

法が現在まで踏襲されてきた。

KERは“Towarda new development"で，

“To revive the innovative spirit of its found-

ers， starting 2004， The Kyoto University Econo-

mic Review will become an open refereed jour-

nal and its name will be slightly altered to 

The Kyoto Economic Reviev.リ (hereafter，The Re-

楼 田 忠
I:;l盃「

f平J

vze切)…… Asof the beginning of 2004， The 

Review will welcome contributions from re-

searchers from both within and outside Kyoto 

University."l) (……は省略)と記しているよ

うに，誌名を変え，レフリー制を採用し，執筆

投稿者はそれまでの学部スタッフの制限をとり

払い，広く内外からの投稿を歓迎するとして

KUERの創刊時からの基本的な掲載方法を変

更した。また，刊行の目的，そのねらいについ

ても，“TheReview aims not only to communi-

cate the results of advanced economic analy-

sis， but also promote the historical and philo同

sophical perspectives in economic sciences. 

Furthermore， it will be ready to publish 

groundbreaking case studies of economic and 

administrative behavior， leading to new de-

velopments in economic analysis. We wel-

come submissions of original research articles 

from all over the world. "2)と明示して世界中か

ら研究論文を募集することにまで踏み出している。

KUERの巻号は継承されたがその内容は大

幅に刷新されることになり，発行主体も京都大

学経済学研究科から京都大学経済学研究科

21COEプログラムに変わった。 KERはこれま

での KUERとは大きく異なり，経済学全般を

カバーする国際英文学術雑誌として再生したの

である。形の上では KUERを継続発展させて

KERを刊行したことになっているが，実質的

1) “Toward a new development，" The Kyoto Economic 

Review， Vo1.73， No.1， June 2004 

2) Ibid. 
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には KUERが廃刊されて新たな雑誌 KERが

創刊された。 KUERは廃刊されたのである。

KUERは京都帝国大学経済学部の欧文雑誌

として1926(大正15)年7月に創刊された。年

2回の刊行で，第14巻 (1939年)から第18巻

(1943年)までは年 4回刊行し，途中，戦争と

戦後の混乱のために一時中断を余儀なくされる

が (1945-49年)，その時期を除いて1926年の

創刊から2003年の廃刊に至るまで実に77年間に

わたって刊行され続けた。

杉原四郎は，欧文の経済学雑誌としては

KUERがわが国ではじめて刊行され， r封鎖的

な日本の経済学界が世界に聞いていたささやか

な，だが貴重な窓であったJ3)と評価した。

戦前，英文での経済学学術雑誌は大阪商科大

学が Journalof the Osaka University of Com-

merceを，神戸商業大学が Journalof the Kobe 

UniversiりofCommerceを刊行したが，前者が

第 1号 (1933年)から第 5号 (1937年)まで，

後者が第 1巻 (1938年)から第 2巻 (1942年)

までで，いずれも短期間の刊行に終わってい

る4)。こうした状況と比較しても ，KUERが大

3) 杉原四郎『続日本の経済雑誌』日本経済評論社， 1997 

年11月， 39ページ。

4) 高田保馬は後に彼自身が在職した九州帝国大学法文学

部の Journalof the Faculty of Law and Letters， Kyushu 

Imperial Universiりを回想して「私自身の知識からいふ

と，社会科学に於ける日本の欧文紀要の先駆は，九州大

学法文学部のそれであると思ってゐる。私が九州大学に

勤めたのは大正14年4月から。今，日附をしらべる便宜

をもたぬが，其年の秋頃に法文学部紀要の第 1冊が刊行

された。……しばらくしてから，翌年に京都大学の欧文

紀要の刊行を見たわけであるが，それが三十年後の今日

に及んでゐる。……九大の欧文紀要はそのあと，再刊さ

れてはゐないと思う。けれども当年の血気から無謀とも

見える旗揚げをしたのが，若し京都の計画に何かの刺激

になったとするならば，それは後年の日本社会科学の記

録の少なくも一行を埋める事実である。J(高田保馬『学

問遍路』東洋経済新報社， 1957年， 120-121ページ)と

述べている。九州帝国大学法文学部の Journalof the 

Faculty of Law and Letters， Kyushu Imperω1 Universityが

創刊されたのは1926(大正15)年 4月15日で，KUER 

の創刊より早いが，その内容は歴史学，社会学，文学，

思想史に関するもので，経済学分野にかかるものではな

い。しかもこの雑誌は 1号で終わっていて， 1928 (昭和

3 )年に Annalesof the FaculかofLaw and Letters of the 

Kyushu Imperial Universiかが新たに刊行されるがこれノ

正末年に創刊されて，平成15年までの長期にわ

たって刊行が継続されたことは際だ、っているし，

注目されてよい。この雑誌は2003年にその77年

間にわたる歴史を閉じるのであるが，その形跡，

とくに創刊時の状況を再現してその意義を確認

しておきたい。

京都大学経済学研究科調査資料室は KUER

の廃刊にあたって，創刊号から最終号に至るま

での掲載論文総目録を編纂し，KUERの Sup-

plementとして刊行した5)。この稿は，その時

に準備したもので Supplementに“KyotoUni-

verslりEconomicReview， 1926-2003吋)として掲

載したが，そこでは形式，量的な制限があって

概要を記すにとどめざるを得なかった。前稿を

全面的に書き改め，補充することにした。

1 The Kyoto University Economic 

Reviewの創刊

1 創刊のことば (EditorialForeword) 

KUERの創刊号は1926 (大正15) 年 7月に

刊行されるが，その創刊の辞 (EditorialFore-

word) を以下に示す。日本で初めての欧文の

経済学雑誌を刊行するにあたって，当時の京都

帝国大学経済学部の意気込みを忠実に再現する

貴重なものであるから，少し長いが全文を示す

ことにする。(資料 1)7) 

¥も第 2巻 (1929年)で終刊となる。これに関しては，本

庄栄治郎が『経済論叢』の雑録で「京都帝国大学経済学

部紀要の刊行について」を記して KUERの創刊につい

て予告し， I新聞紙の伝ふる所によれば九州帝国大学法

文学部に於ても欧文雑誌刊行の計画がある由であるが，

経済学に関する限りに於ては，わが紀要は恐らくは本邦

における最初の計画であらうJと述べている a経済論

叢』第22巻第4号， 1926年4月， 174ページ)。

5) “Cumulative Index to the Kyoto University Econo-

mic Review， Volumes 1-72 (1926-2003)，" The Kyoto 

University Economic Review， Suppl.， Apr. 2004 

6) Sakurada， Tadae and Yagi， Kiichiro，“K戸toUniversi 

か EcoヴwmicReview， 1926-2003，" The Kyoto University 

Economic Review， Suppl.， Apr. 2004 

7) 本庄栄治郎は『経済論叢.1 (第22巻第 4号， 1926年4

月)の雑録に「京都帝国大学経済学部紀要の刊行につい

て」という文章を寄せて KUERの創刊を予告している。

その要旨はここに示した EditorialForewordの内容と

ほぼ一致する。 EditorialForewordの草案は本庄栄治

郎が起草したと考えられる。



わが国最初の欧文経済学術雑誌 21 

資料 1

EDITORIAL FOREWORD 

Japan， during the two hundred and fifty years of the Tokugawa Era (1603-1867)， secluded herself 

from the nations of the world， with the exception of China and Holland， with both of which she en-

gaged in a trade relationship. During that era J apan managed to import the Western learning through 

the medium of Holland. All this was changed after the 1mperial Restoration of 1868 when J apan 

joined the family of nations at the urgent invitation of Western countries， particularly the United 

States. Once the obstacle was removed， our country freely imported Western science， art， industrial 

technologies and culture. Occidental ideas and thought found their way into the minds of the 

J apanese people， and the natural as well as social science were eagerly accepted by our scholars and 

statesmen. Our country set its mind to cast off whatever was regarded as defective and abusive in our 

customs and t品ditonsand to borrow from the West everything that seemed worth importing. Things 

Occidental were fast imported from the United States， Great Britain， France and Germany. We have 

then absorbed and digested them and thereby enriched our own native culture. 

Economics which is the object of our study was also imported from the West during the opening of 

our country. Although some of our scholars of the Tokugawa Era advanced their opinions regarding 

the economic affairs of their time and the scholars of the Dutch learning in particular had some influ-

ence of Western economic ideas， their views on current economic problems were mostly fragmentary 

and were not systematized. Economics as a science was first imported into our country after the 1mpe-

rial Restoration. 1t was first introduced to the J apanese scholars through English and American liter-

atures， and then through those from France and Germany in the order given. Generally speaking， the 

first half of the Meiji Era (the latter half of 19th century) can be regarded as an age of translation. 

During this era our scholars were absorbed in importing Western economic thoughts. But during the 

second half (the beginning of 20th century) they began to show a critical attitude towards the imported 

ideas and doctrines which they evaluated at will， talking into consideration the peculiar history and 

special circumstances of our own. 1n recent years great strides have been made in the economic stu-

dies of our country-so much so that it will not be long before the J apanese Economic School can be 

established by our economists. 

Many of the studies in the natural and social sciences already published in our country have had 

far-reaching effects in the advancement of science and the enhancement of human happiness， but as the 

majority of them were written in the J apanese languages they have not been accessible to Western 

scholars. Although studies in the natural sciences have been published by our scholars through books， 

university memoirs， reports of various associations and others all of which were written in Western lan-

guages， no similar attempt has， so far， been made as regards the studies in the social sciences， the re-

sults being that the real conditions in the field of our economic sciences has been almost unknown to 

be the Western countries. Realizing that such a condition is truly regrettable from the standpoint of 

intellectual cooperation which should be established by the scholars of all nations， the Economic De-

partment of the 1mperial University of Kyoto has decides to undertake the work of publishing a series 

of memoirs 

The memoirs are intended to be the organ through which the results of the studies conducted by 

the professors， assistant professors and lectures of the University， are to be published in the Western 

languages; and we regret to state that considerations of space have compelled us to omit many impor-

tant works. The essays which are contained in the present memoirs， we believe， are of various kinds 

and are representative of the different economic fields. Some of them are of a general nature， others of 

a specific nature， some that their subjects in full， others merely give rough outlines. We are confident， 

however， that the essays contained herein are sufficient to indicate the general tendency of J apanese 

economic studies. 

As the present work is perhaps the first of the kind ever attempted in J apan， we anticipate various 

defects and shortcomings， which， however， we wish to eradicate in the course of time. 

April1926， The Editorial Committee 
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ここでは，京都帝国大学経済学部が欧文雑

誌を刊行することに至った動機，思いが強調

して述べられている。日本における経済学研

究は，明治の前半は翻訳時代で西洋の経済思

想を輸入するだけであったが，後半になって

からは日本に特有な歴史や事情を考慮するこ

とによって西洋の経済学説を批判する姿勢を

示し，近年に至ってはそれらが一層おし進め

られて経済学における日本経済学派を形成す

るまでになっているとして，日本の経済学が

明治維新以来50年を経て，翻訳・輸入の時代

から独自の経済学理論を生み出すまでの発展

を述べている。日本における経済理論がそう

して発展をしてきたにもかかわ白ず，それら

が日本語で記述されているために，経済学の

分野ではせっかく日本で創りあげられた理論

が海外には知られることがなく，知的協力の

見地からしても遺憾なことであって，それを

克服するために京都帝国大学経済学部は欧文

で書かれた紀要を刊行することにしたと，そ

の動機を述べている。そして，この紀要には

京都帝国大学経済学部の教授，助教授，講師

の研究論文を掲載するが，それはスペースの制

約があって重要なものであっても一部の掲載に

せざるを得ないが，掲載論文は多方面にわたっ

ており種々の論文が掲載されるから日本経済研

究の一般的な傾向は伺い得ることはできるであ

ろうとして，KUERの形式についても説明し

ている。

創刊号に掲載された“EditorialForeword" 

は，KUERの刊行について日本の経済学研究

が明治維新後の欧米理論の紹介，翻訳から始

まったが，大正時代に至って日本で独自の理論

が創造されだし，その日本の経済学理論を海外

にまでおし広めようとの壮大な挑戦であると述

べて，日本の経済学研究史のなかに位置づけて

その意義を強調した。

本庄栄治郎は，京都帝国大学経済学会の機関

誌『経済論叢』の雑録欄で「京都帝国大学経済

学部紀要」の刊行の予告をして，刊行の目的は

「要するにわが紀要の刊行は我が経済学界を欧

米の学界に紹介せんとするにあるJ8)と述べ，

その意義は「これによって多少なりとも世界の

学界に貢献し得るならば，吾人の欣快，之れに

過ぐるものはない。また若しわが紀要の刊行が

我国の学界を刺激して，今後各方面に於て同様

の計画があらわる、ならば，それによって我国

の学界を正嘗に外国に理会せしめ，世界の学界

に貢献し得る所は一層大なるものがあるに至る

であらう。吾人の挙が必ず意義ある結果を斉さ

んことは，深く自ら信ずる次第であるJ9)と喝

破した。ここには KUER創刊当時の京都帝

国大学経済学部が日本の経済学界をリードして

いるという自信と誇りに満ちあふれた姿を見る

ことができる。実際に当時の京都帝国大学経済

学部は，日本の経済学関係の他の大学や学部と

比べてスタッフや研究内容で充実していたO

KUERの創刊と「創刊のことばJ(Editorial 

Foreword) には，当時の学部の昂揚した状況

が反映されていたのである。

2 京都帝国大学経済学部創設期の昂揚

京都帝国大学経済学部が，京都帝国大学法科

大学から独立して創設されたのは1919(大正

8)年で、あった。東京帝国大学経済学部と同じ年

に創設されて， 日本における経済学研究・教育の

拠点として発展させようとの意欲に燃えていたこ

とは想像に難くない。当時の様子を『京都大学経

済学部八十年史』でたどると，創設時は法科大学

時代の経済関連学科8講座を引き継いで出発し

て， 1922 (大正11)年には社会政策講座，経済

史講座が増設されて10講座になり，学生定員も

創設時の100名から1922(大正11)年には175名，

1924 (大正13)年には250名にまで増大した。

また，学部創設と同時に結成された経済学会

の研究活動も活発で，法科大学時代に政治経済

学科所属のスタッフが創刊した法学会機関誌

『経済論叢j(1915 (大正4)年7月創刊)10)は，

8) 本庄栄治郎「京都帝国大学経済学部紀要の刊行につい

てJr経済論叢』第22巻第4号， 1926年 4月， 174ページ。

9) 向上。

10) r経済論叢』は経済学部と経済学会の創設より前の，ノ



わが国最初の欧文経済学術雑誌 23 

そのまま経済学会がヲ|き継いで毎月刊行し，当

時の経済学部のスタッフは毎号のように論文を

寄稿した。『経済論叢』の創刊号は 8版，第 2

号は 5版，第 3号は 3版，第 4号は 2版，第 5

号は 2版を重ね，この種の雑誌としてはめずら

しいほどの反響をよんだ。さらに，経済学会の

設立以降，年 1回の大会(公開講演会)を開催

し， 1924 (大正13)年からは教官と大学院生が

参加して月 1回の学術研究会を行っている11)。

1923 (大正12)年6月5日には「アダム・スミ

ス生誕二百年」を記念して，展示会と講演会を

開催し， r経済論叢Jでは第18巻第 1号(大正

13年 1月)を「アダム・スミス生誕二百年記念

号jとして刊行した。月 1回の研究会には，教

官や大学院生だけではなく実業界からも参加が

あって，研究報告を行っている。

京都帝国大学経済学部の昂揚した雰囲気は，

学部創立を契機にして大きな高まりを見せるが，

杉原四郎は学部創立以前に既にその兆候は見ら

れたとして『経済論叢』の創刊を挙げ，この経

済学術雑誌の創刊によって， I大正 4年頃にな

ると，本庄栄治郎のように，京大出身の研究者

がスタッフに加わり，学界の活動を始めるよう

になってきた。今やわれわれは東大から独立し，

東大にかわって，わが国の経済学の推進力とな

ることができるという自信と抱負が，経済学部

の独立以前に『経済論叢』をスタートさせるこ

とになったJ12)と述べた。これを補足すると京

¥京都帝国大学法科大学の京都法学会により創刊された。

京都法学会は『京都法学会雑誌』を機関誌として刊行し

ていたが， r経済論叢』はその雑誌から分離独立して創

刊された。『経済論叢』を創刊するに至った経緯と目的

については「創刊ノ辞」で「近来論文雑説及ヒ研究資料

ノ投稿益其多キヲ加へ之ヲ掲載スルヲ得サルコト往々コ

レ有リ深ク以テ憾トス且此雑誌ハ従来法律ト経済トノ論

説ヲ併載シ来リタレトモ此ノ如キハ今日諸学各専門ニ従

イ深遠精椴ノ研究ヲ為スノ機運ニ適合スル所以ニ非ス是

レ本会ガ本月以後法律ト経済トヲ分離シ京都法学会雑誌

ヲ以テ純然タル法律雑誌トナシ経済学ノ為メ別二本論叢

ヲ発行スルニ至リタル所以ナリ」と述べている。

11) 細川元雄編『京都大学経済学会70年史資料一研究会等

一覧-j (調査資料室報 No.9)，京都大学経済学部調査

資料室， 1990年 3月。

12) 杉原四郎『日本の経済雑誌』日本経済評論社， 1987年，

47ページ。

都法科大学が開設された1899(明治32)年，経

済学関連講座が4講座に定められ，翌1900(明

治33)年4月には経済学第 1講座と財政学講座，

1901 (明治34)年9月に経済学第 2講座，さら

に1902(明治35)年9月に統計学講座が設置さ

れる。経済学関連講座の設置とともに教官人事

も進むことになるが，当時はまだ東京帝国大学

の出身者を採用しなければならなかった。田島

錦治，戸田海市，広部周助，神戸正雄，小川郷

太郎，河上肇の面々で，すべて東京帝国大学の

出身者であった。 1907(明治37)年10月，田島

の門下生の財部静治が，京都帝国大学法科大学

の卒業生としてはじめて講師に採用される。そ

の後，河田嗣郎，山本美越乃，本庄栄治郎，小

島昌太郎というように京都帝国大学の出身者が

つぎつぎと採用されることになる。研究者を自

らの手で育成することによってはじめて，京都

帝国大学法科大学は東京法科大学からの独立を

果たしたことになった。そしてそれは，東京帝

国大学に負けまいとの強い思いと，京都帝国大

学法科大学の政治経済学科が日本における経済

学研究の担い手の中心となるまでに成長させよ

うとの意志となって逼進することになる。大内

兵衛はその回想記『経済学五十年j (東京大学

出版会， 1970年)において，他の大学，とくに

東京大学と比較しながら 「このころ理論とか

政策とかいうような方面で京都大学が東京大学

よりも花々しい存在となりつつあった。なるほ

ど京都には，金井，新渡戸，松崎に比べるよう

な大家はいなかったが，戸田，田島，神戸，小

川はもちろん河上，河田，財部なと守かつての金

井，松崎の弟子たち(河田，財部の二人はそう

ではない=筆者)が早くも大家となっていた。

そして，彼らは東大の人々に比してはるかに文

筆能力とくに活動エネルギーをもっていた。そ

ればかりでなく，当時創立日なお浅い京大とし

ては東大に対してライバル意識をさえもってい

た。そこで彼らは，彼らの学術雑誌『経済論

叢』に非常に力をそそいだ。とくに，戸田，小

川，米田，河上，河田の学術論文は注目を引き，

それに内田，本庄などの経済史の研究が加わっ
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た。それで，いつの聞にか『経済論叢』の発行

部数は数千にのぼり，それは東大の『国家学会

雑誌』を圧倒し，一橋系の『国民経済雑誌』と

拾抗する勢を示して来た。要するに京都大学は

経済学の新しいメッカとなってきたJl3)と述べ

て，京都帝国大学経済学部の創立前の昂揚した

雰囲気をリアルに伝えている。

京都帝国大学経済学部の昂揚は，学部創立以

前の京都法科大学時代の『経済論叢』創刊の頃

にまで遡ることができるが，学部の創立によっ

てそれは更に大きくうねり，その雰囲気は

KUERが創刊された大正末年まで持続される

ことになる。『京都大学経済学部八十年史』は，

こうした経済学部の創設期の昂揚を「大正自由

主義J14)下に位置づけた。

しかし，この昂揚の時期は長くは続かなかっ

た。 1925 (大正14)年 治安維持法を成立させ

て「大正自由主義」に対する取り締まりを徐々

に強化しだした政府は，大学の学生の課外活動

はもとより，教官の研究内容にまで干渉を強め

てくることになる。 1923(大正12)年に京都で

設立された社会科学研究会は， ，全国組織たる

学生社会科学連合会(，学連J) と連携して，学

内での社会科学研究活動にとどまらず，大正13

年から導入が企図された大学での軍事教練に対

し反対活動の中心となった。あるいは，無産者

大学を開講するなどして労働者農民運動に深く

関わJ15)るなどの活動を展開して，これには経

済学部の学生の多くが関与していた。こうした

活動は，当時の政府からは容認されるものでは

なく， 1925 (大正14)年12月，同志社大学の構

内に軍事教育反対のピラが貼られていたことを

契機に京大社会科学研究会の学生が検束された

(京都学連事件)。そして， 1928 (昭和 3)年 4

月，このことを一つの理由として河上肇が京都

大学を辞職させられたが，この「河上事件」は

13) 大内兵衛『経済学五十年』上， (UP選書)，東京大学

出版会， 1970年， 54-55ページ。

14) 京都大学経済学研究科・経済学部学部史編纂委員会

『京都大学経済学部八十年史』京都大学経済学部八十周

年記念事業実行委員会， 1999年， 21-30ページ。

15) 同上書， 29ページ。

「大正自由主義」後の日本が軍国主義化を進み

出すと同時に，京都帝国大学経済学部の昂揚期

を収数させる象徴的な出来事であった。

社会的な「これら一連の事件は，当時，ファ

シズム化への歩みを速めていた政府・文部省に

よる本格的な大学・思想統制の一端であ」り，

「京大および経済学部にとっても，いよいよ大

学・教授会自治の真価が問われるべき重大な試

練の時期を迎えたのであるJ16)が，京都帝国大

学経済学部の場合 こうした社会的な背景のみ

ではなく 1924(大正13)年3月には教授の戸田

海市が病死し，同年 7月には小川郷太郎が衆議

院議員に選出されて退官， 1927 (昭和 2)年に

は田島錦治が定年退官， 1928 (昭和 3)年，河

上肇辞職に続いて河田嗣郎が新設の大阪商科大

学学長に転任し，学部創設時からの教授らが一

挙に去っていった時期でもあった。 KUERの創

刊は，京都帝国大学経済学部の創設時から昭和

初期までのまさに「大正自由主義」の最後の時

期に当たっていた。

3 KUER創刊号巻末における経済学部・経済学会

の紹介

KUERの創刊は，論文を欧文で掲載するこ

とによってその理論を世界中に発信させること

になり，京都帝国大学経済学部の研究理論水準

を海外に示すことになった。同時に，それだけ

にはとどまらず，当時の京都帝国大学経済学部

と京都帝国大学経済学会の教育・研究活動をも

世界にむけて紹介することになった。

KUER創刊号の巻末に，“TheDepartment 

of Economics of the Kyoto Imperial Universi-

ty and The Kyoto Imperial University Econo-

mic Society"を掲載して京都帝国大学経済学

部と経済学会の教育・研究活動を紹介している。

学部や学会の紹介を英文で行う試みは日本では

まだ、無かった。当時，英文で刊行されていた自

然科学分野の大学や学部の紀要類にもそれは見

られない。経済学部が行った学部と学会活動の

16) 向上書， 31ページ。
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英文による紹介は，全国の大学に先んじていた。

ここにも，当時の京都帝国大学経済学部の旺盛

で活発な研究・教育活動とそれらを世界に発信

しようとの意気込みと自負を見ることができる。

KUER創刊号の巻末の紹介では， 1897 (明

治30)年の勅令第209号による京都帝国大学の

設置から説き起こして， 1914 (大正 3)年まで

は経済学が京都帝国大学法科大学の政治学科の

なかで開講され，以降は政治経済学科になって，

1919 (大正 8)年 5月に経済学部が設立される

までをたどり， 1926 (大正15)年現在の学部の

状況を詳細に報告している。教授が8人，助教

授が 6人，講師が4人で17)，学生は870人，講

義科目は正科目 (Regularsubjects) と副科目

(Auxiliary subjects) の2つのコースに分かれ

ていることを説明してそれぞれの講義科目と担

当者を紹介し，スタッフの主要著書も掲載して

いる。

このなかで注目されるのは， 1924 (大正13)

年3月に現職で病気のため亡くなった戸田海市

を経済政策と社会政策の専門家であったことと，

周年 7月衆議院議員に当選して経済学部の教授

を辞職した小川郷太郎を財政学の専門家として

紹介し，彼らの著書をも現職のスタッフと同様

に掲載していることである。経済学部創設時の

彼らの果たした役割の大きさとそれに対する学

部全体としての畏敬の念が読みとれる。

学部の紹介に続けて京都帝国大学経済学会を

紹介しているが，経済学会の前身である法科大

学時代の京都帝国法学会から説きおこし， r経
済論叢Jの創刊，経済学会の創設，経済学会の

構成，事業， r経済論叢j最新 4号分の日次，

月例研究会，講演会， r経済論叢』特別記念号

の目次等を 6ページにわたって詳しく紹介して

いる。『経済論叢』の特別記念号は第 1巻第 5

17) ここでは1926年の経済学部におけるカリキュラムとそ

の担当者を紹介している。教授は，田島錦治，神戸正雄，

財部静治，河上肇，山本美越乃，河田嗣郎，本庄栄治郎，

小島昌太郎，助教授は，作田荘一，汐見三郎，石川輿二，

八木芳之助，恒藤恭，谷口吉彦，講師は米田庄太郎，森

耕二郎，蜂川虎三， Ono Tetsuji (経済地理の担当に

なっているが，詳細は不明)となっている。

号(大正 4年11月)の「大薩記念号J，第 2巻

第5号(大正 5年 5月)の「まるさす生誕百五

十年記念号J，第18巻第 1号(大正13年 1月)

の「アダム・スミス生誕二百年記念号」の 3冊

が紹介され，各号の目次を掲載している。そし

て最後に，京都帝国大学の経済学部と経済学会

の活動は，日本における経済研究の発展の指標

になっているとしながら 同じように経済研究

活動を展開している機関として，東京帝国大学，

東京商科大学，神戸高等商科大学，慶慮義塾大

学をあげ，それらが発行している機関誌名を紹

介して，日本の経済研究は近い将来，日本の経

済学研究者によって日本学派が形成されるほど

に発展するであろうし，その実現のためにこの

雑 誌=KUERの果たす使命は重要であると述

べて締め括っている。

11 KUERの世界への発信と反響

1 KUERの配布と反響-KUER第 2号の報告一

KUERは， 1926 (大正15) 年 7月に創刊さ

れ，第 1巻第 2号は1926(大正15)年12月に刊

行された。年 2回の刊行であった。第 2号の巻

末の NOTES欄のなかで創刊号の印刷部数，

配布先，反響等について記している。その記述

によると創刊号は1000部印刷されて800部は各

国の大学，図書館，研究所に送付し(内訳はア

メリカ，イギリスへ各200部， ドイツとフラン

スへは各100部， 日本国内が100部，その他100

部)， 200部は丸善書庖に払い下げて在庫はなく

なったこと，また，創刊号を送る際に別便で送

付先に当てた当時学部長であった神戸正雄によ

る送付にあたっての挨拶状をも公表している。

引き続いて10月1日付で送付先の正確な住所を

知る目的をもって，創刊号の送付先に手紙と住

所カードを送っている。その手紙と住所カード

はNOTES欄で公表されている 18)。

手紙の中で，これからもこの紀要を入手する

ことを希望するならば，カードに必要事項を記

入して編集委員会まで送り返すことと，他にも

18) The Kyoto Universiか EconomicReview， Vol.l， No.2， 

Dec. 1926， pp.203-204. 
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この紀要を読みたいと思っている個人や機関が

あればその名前や住所を紹介してほしいことを

要請している。その上で，経済学部が「紀要を

出版する意図」は， 1経済学理論の交換とさま

ざまな国の研究者の間の相互理解を促進するこ

とによって世界の平和に寄与することJ19)にあ

ることを明確に述べている。経済学研究が世界

の平和に貢献するとの宣言を，個人ではなく組

織として， しかも帝国大学の一機関が行い得た

ことを看過してはならないだ、ろう。

また，創刊号の反響については， 1雑誌を

送ったほとんどの研究所や経済学者から好意的

な論評と感謝の手紙だけでなく批判もいただい

たが，この号ではそれらすべてを公表する誌面

がないJ20)と記すのみで具体的には触れられて

いない。

2 KUERの発行部数と外国への配布数

前述したように KUERの第 2号の NOTES

欄において，創刊号の発行部数は1000部で，配

布先については「正確に言えば， 200部はイギ

リスに， 200部はアメリカに， 100部はドイツに，

100部はフランス， 100部は日本， 100部はその

他の国に配布された」と記し， 1残りの200部は

丸善書庖で売られ，もうそれらはなくなってい

る」と報告している。「正確に言えばJとこと

わりながらも配布の数は概数で， しかもそれぞ

れの国のどこの機関へ配布されたのかは明示さ

れていない。これらを明らかにするためには，

学部が作成したであろう80年前の配布先リスト

を探し出すことが必要になるが，その所在は残

念ながら不明で、あった。しかし，この作業のな

かで「紀要出納簿J第1号(自大正15年至昭和

28年度)を発見することができた。この「紀要

出納簿Jは大学の校費で作成した国の財産(物

品)をどこへ何部払い出し，残っている部数が

いくらなのかを記帳して，KUERの在庫を管

理したものである。この記帳と KUERの在庫

の管理は事務担当者が行い，それぞれの巻号に

19) Ibid.， p.203 

20) Ibid.， p.201. 

10頁を割り当てて，受け入れや配布の行為が生

じたときにその都度， 日付，摘要，受，払，残

の項目にその内容を記入している。そして，そ

の後に続く項目，物品会計官吏欄と物品取扱主

任欄にそれぞれの担当者が捺印している。この

ことからまずわかるのは，KUERの発行には

校費が支出され，発行主体は経済学部であった

ことである21)。

この「紀要出納簿jには，KUERの創刊号

(1926年 7月)から第23巻第 2号 (1953年10

月)までのそれぞれの号の発行部数と，配布先

の外国，国内，学内，丸善の区分ごとの数が記

されている。「紀要出納簿」第 1号による KUER

の各号の発行部数と国内外別にみた戦前の配布

数を第 1表に示した。

第1表からいえることの第一は，創刊号の配

布先は第 2号の NOTES欄でいわれたように

1800部は各国の大学，図書館，研究所，教授

らに贈られ，残り 200部は丸善書店で売られ，

もうそれらはなくなっているJ22)というのは，

ほぼその通りであり， 1200部はイギリスに，

200音日はアメリカに， 100部はドイツ， 100部は

フランス， 100部は日本， 100部はその他の国に

分配されたJ23)というのも， 1紀要出納簿」から

跡づけることができる。「紀要出納簿」の記録

では国外への配布は587部であって， NOTES 

欄が示した700部にはならない。学内の149部は

京都大学の他の学部や研究所，学部内のスタッ

21) 高田保馬は，回想記の中で京都大学時代の KUERに

ついてふれていて， I私は昭和四年から京都大学に転じ

たが，そこで欧文紀要に執筆することが出来たのは仕合

せの一つである。例えば， 1934年(昭和 9年)に書いた

ベエム・パワアク利子論の批判は長篇であった為に，そ

れだけの翻訳，校閲及び附属費用は莫大なものであった

と思ってゐる。勿論それは主として校費以外からまかな

はれたであらう。当時『経済論叢』の売行がよく，経済

学会が強力の蓄積をやってゐたので，それからの補助に

負うたわけである。J(高田保馬『学問遍路』東洋経済新

報社， 1957年， 121ページ)と当時の KUERの刊行費に

ついて回想しているが，その頃は校費で支出が認められ

たのは印刷費のみで，翻訳費や校閲費などは校費から支

出できずにそれらの分を経済学会が援助したのであろう。

22) The Kyoto Universiか EconomicReview， Vol.l， No.2， 

Dec. 1926， p.201 

23) Ibid. 



巻 号

第 1巻第 1号 (1926.7) 

第 1巻第 2号 (1926.12)

第 2巻第 1号 (1927.7) 

第 2巻第 2号 (1927.12)

第 3巻第 1号 (1928.7) 

第 3巻第 2号 (1928.12)

第 4巻第 1号 (1929.7) 

第 4巻第 2号 (1929.12)

第 5巻第 1号 (1930.7) 

第 5巻第 2号 (1930.12)

d 第 6巻第 1号 (1931.7) 

第 6巻第 2号 (1931.12)

第 7巻第 1号 (1932.7) 

第 7巻第 2号 (1932.12)

第 8巻第 1号 (1933.7) 

第 8巻第 2号 (1933.12)

第 9巻第 1号 (1934.7) 

第 9巻第 2号 (1934.12)

第10巻第 1号 (1935.7) 

第10巻第 2号 (1935.12)

第11巻第 1号 (1936.7) 

第11巻第 2号 (1936.12)

第12巻第 I号 (1937.7) 

第12巻第 2号 (1937.12)

第13巻第 1号 (1938.7) 

第13巻第 2号 (1938.12)

第14巻第 1号 (1939.1) 

第14巻第 2号 (1939.4) 

第14巻第 3号 (1939.7) 

第14巻第 4号 (1939.10)

第15巻第 1号 (1940.1) 

第15巻第 2号 (1940.4) 

第15巻第 3号 (1940.7) 

第15巻第 4号 (1940.10)

第16巻第 1号 (1941.1) 

第16巻第 2号 (194l.4) 

第16巻第 3号 (1941.7) 

第16巻第 4号 (1941.10)

第17巻第 1号 (1942.1) 

第17巻第 2号 (1942.4) 

第17巻第 3号 (1942.7) 

第17巻第 4号 (1942.10)

第18巻第 1号 (1943.1) 

第18巻第 2号 (1943.4) 

第四巻第 3号 (1943.7) 

第18巻第 4号 (1943.10)

第四巻第 1号 (1944.1) 

わが国最初の欧文経済学術雑誌

第 1表 KUERの国内外別配布数

発行年月 発行部数 配布部数 国外

1926. 7.28 1，000 1，000 587 

1927. 3.18 1，000 852 592 

1927. 9. 1 900 820 597 

1928. 2. 3 800 780 593 

1928. 7.23 800 783 600 

1929. 3.27 800 719 537 

1929.10.22 800 768 611 

1930. 3.22 800 749 603 

1930. 8.28 800 775 633 

1931. 1.13 830 801 634 

1931. 7. 6 830 792 636 

1932. 1.12 830 798 634 

1932. 8.15 830 816 645 

1933. 3.11 830 799 634 

1933. 9.19 800 795 632 

1934. 1.31 800 794 654 

1934.11.15 800 796 639 

1935. 1.31 800 795 640 

1935. 8.24 830 803 630 

1936. 3.26 825 787 624 

1936. 8. 6 830 788 621 

1937. 3.12 830 778 614 

1937.11. 6 830 905 635 

1938. 3.31 830 796 626 

1938. 7.21 830 793 622 

1938.10.20 830 788 623 

1939. 1.27 830 803 622 

1939. 4.24 830 793 621 

1939. 7.26 830 787 614 

1939.10.23 830 775 612 

1940. 1.29 830 736 590 

1940. 5.21 830 773 591 

1940. 8.19 830 682 515 

1940.11.29 700 685 516 

1941. 3. 1 700 687 515 

1941. 5.23 700 632 454 

1941. 8.23 700 177 1 

1941.12. 4 500 167 。
1942. 2.20 500 160 。
1942. 5.25 500 159 。
1942. 9. 3 500 161 。
1942.12.18 500 160 。
1943. 3.27 500 131 。
1943. 9.13 500 128 。
1944. 2.12 500 148 。

500 107 。
1945. 1.25 100 。 。

27 

圏内 学内 丸善

81 149 183 

54 102 102 

54 112 57 

47 97 43 

55 85 43 

55 91 36 

43 81 33 

43 75 28 

42 88 12 

44 94 29 

40 88 28 

46 93 25 

45 95 31 

48 84 33 

47 83 33 

39 71 30 

38 89 30 

44 81 30 

46 94 33 

47 83 33 

45 92 30 

48 89 27 

51 92 27 

51 93 26 

57 90 24 

55 91 19 

52 98 31 

52 96 24 

53 96 24 

50 95 18 

53 78 15 

52 105 25 

53 105 9 

54 103 12 

59 107 6 

61 106 11 

61 108 7 

63 104 。
57 103 。
58 101 。
60 101 。
59 101 。
59 72 。
57 71 。
78 70 。
41 66 。
。 。 。
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フに配布されたもので，学部内のスタッフを通

して一部は外国へ配布されたものもあるのであ

ろうが，それらを含めても外国への配布は700

部までにはならない。しかしながら丸善への払

い下げ分が183部あるので，それが丸善を通し

て外国に売られたとしたら KUERの外国への

配布は770部になって， NOTES欄が示した外

国への配布数よりも大きいことになる。この数

字が外国への配布数として大きいか小さいかに

ついては議論のあるところであろうが，経済学

分野での初めての欧文学術雑誌が大正末期にこ

れだけの部数が海外に配布されていたことは評

価されなければならない。

第二に，発行部数をみると第 1巻第 1号と第

2号がそれぞれ1，000部第2巻第 1号は900部

であったが，第 2巻第 2号から第15巻第 3号ま

での13年間は800-830部に安定した。また，第

14巻からは年 2回の刊行から年4回の刊行へ移

行している。国内外別の配布先でみても，この

間は外国へ600部台，国内へは40-50部の配布

で固定化されている。これらのことから創刊の

翌年には KUERの刊行が軌道に乗り，この時

期に配布先も決まって安定化したことが読み取

れる。

第三に，第15巻第4号 (1940年10月)から発

行部数を700部に減らし，第16巻第 4号 (1941

年10月)からは500部に，そして第四巻第 1号

(1944年1月)は100部24)でその後休刊すること

になる。戦争の影響を全面的に受けての休刊で

あるが，学術雑誌で戦時中も刊行しつづけ，戦

争末期に休刊になったのは稀有である25)。しか

24) 実際に刊行されたのは1945年 1月25日であった。

25) 筆者が学術経済雑誌の調査を行ったとき戦争の影響に

ついてふれ， rいずれの雑誌も，戦争の影響を大きく受

けている。戦争によって休刊或いは廃刊を余儀なくされ，

京都帝国大学経済学会の『経済論叢』と山口高商東亜経

済研究所の『東亜経済研究』が1945年6月に刊行される

のを最後に，学術経済雑誌の戦前・戦中の刊行は全て終

る」と記し，その原因を『国家学会雑誌』の戦後の復刊

第 1号が書きとめた「空襲による印刷所及び製本所の焼

失並びに用紙事情の極度の逼迫のためその継続刊行が困

難とな」ったことに求めた。(杉原四郎・棲回忠衛「第

1部総論第 3章学術経済雑誌J(杉原四郎編『日本経

済雑誌の源流J有斐閣， 1990年) 102ページ。)

も，この時期に英文で書かれた学術雑誌が刊行

されていたことは驚きである。

第四に，KUERの刊行は戦争中も継続され

るが外国への配布は，第16巻第 2号 (1941年4

月)を最後に中断される。ときあたかも日米開

戦の直前である。それまでは外国への配布は

600件以上あったのが，第16巻第 3号 (1941年

7月)からは外国への配布は実質ゼ、ロになり 26)， 

国内のみの配布になる。京都帝国大学経済学部

が KUERの刊行の目的にかかげた「理論の交

換とさまざまな国の研究者との相互理解を促進

し，世界の平和に寄与するJ27)ことは，この時

点で雲散霧消してしまうのである。

この戦争によって経済学部の研究が国際的な

交流を絶たれただけでなく それによってもた

らされた打撃は経済学部の教育，研究そのもの

へも及び， r京都大学経済学部八十年史』は

「戦況が悪化するにつれて学園での教育研究活

動は無きに等しいものとなっていった。-

(略)……昭和19年には『経済論叢』の発行す

ら細々としたものになり 『東亜経済論叢』に

いたっては休刊に追い込まれてしまった。さら

に，戦争末期には，空襲に備え，防火・宿直体

制が強化され，図書四万冊を北桑田郡の周山小

学校へ疎開させている」と記し，そのうえ，

「戦時勤労動員体制が強まる中で，学部長退任

後も学生課長として激務に従事していた八木芳

之助が，動員引率先の琵琶湖畔で倒れ，昭和19

年 5月不帰の人となったJ28)と，教育・研究の

環境を破壊するだけでなく，教育・研究者の生

命をも奪いとったことを告発している。戦争が

もたらした研究への被害の大きさは，学部に残

された当時の事務的な物品管理簿にもその実態

がリアルに反映されている。

26) r欧文紀要出納簿Jには「外国寄贈 1J と記されてい

るだけで，どこへ配布されたかはわからない。

27) The Kyoto Universiり EconomicReview， Vol.l， No.2， 

Dec. 1926， p.203 

28) 京都大学経済学研究科・経済学部学部史編纂委員会，

前掲書， 48-49ページ。
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3 KUERの外国配布先

KUERの外国の配布先は，配布先リストが

存在すれば容易に知ることができるのだが，今

回の作業では先述したように，それを見つけ出

すことができなかった。

配布先リストが無くても，配布先を知る方法

はないものかと試行錯誤を重ねた結果， 2つの

推定方法があることがわかった。

一つは，KUERは経済学部のスタッフの理

論を英文によって世界中に広めることが主要な

目的であったが，それに付随して KUERを世

界中の大学や研究機関に送付することによって，

それらの機関が発行する出版物を交換として入

手することが可能になったのである。そうであ

れば，当時の外国からの寄贈受入雑誌を調査して，

その発行機関を知ることが一つの方法である。

もう一つの方法は，世界の主な大学の図書館

の蔵書目録を検索して，各大学図書館の蔵書の

中に KUERを発見することである。この方法

はインターネットを利用することによってオン

ラインでアクセスすることが可能になっている

ので比較的容易に行うことができる。

これら二つの方法を駆使して，KUERが世

界のどの大学，機関へ配布されていたのかを知

ることができる。もちろんその全てを完全に知

ることは不可能であるが，その一部でも配布先

を判明することができるならば，当時の京都帝

国大学経済学部の国際交流活動の状況を反映す

る資料を提供できることになり，学部史に新た

な事実を付け加えることも可能になる。

1) 交換雑誌から見た KUERの配布先

KUERの第 7巻第 2号 (1932年12月)の

NOTES l'聞に，“Listof Books Recieved and 

Exchanged by Kyoto University Economic 

Review"を新たに設けて， 1. Books and 

PamphletsとII.Periodicalsとに分けて，経

済学部が KUERとの交換で入手した図書と雑

誌をリストにして掲載を開始した。これは第17

巻第 1号 (1942年 1月)まで継続された。

このリストから経済学部が KUERとの交換

で寄贈された図書と雑誌のタイトルを知ること

ができる。雑誌だけに限ってみると，ここにリ

スト化された雑誌の発行元との間で KUERの

交換が成立して，KUERが送付されていたこ

とになる。 KUERに掲載された雑誌リストは

1932年12月から1942年 1月までであるが，実際

に受け入れた期間は KUERの編集と印刷のタ

イムラグがあるのでほぼ1932年から1941年まで

と考えられる。第 2表はこの 9年間に京都帝国

大学経済学部が KUERを送付し，交換として

受け入れた雑誌タイトルとその送付先である。

のべ94タイトルになる。

第 1表によると KUERの外国への送付冊数

は500~600になっているので，仮に送付先との

交換関係がすべて成立していれば，送付した

500~600に見合う数の雑誌が受入れられなけれ

ばならない。しかし，KUERを送付した機関

との交換関係がすべて成立していたとは考えら

れず，前にも述べたように KUER刊行の目的

は京都帝国大学経済学部の研究成果を海外に普

及することにもあったのだから，一方的に送付

したものも多かったであろう。したがって，第

2表では確実に交換関係が成立し，実際に送付

先から送られてきた雑誌タイトルが表示されて

いることになる。 94t牛になっているが，KUER 

が全世界にわたって広く送付されていたことが

わかる。これを国別に見るとアメリカが16件で

他よりも圧倒的に多い。ヨーロツノfで、は，イタ

リアの 9件，フィンランドの 3件が目をヲ|くが，

全体として中南米の国々への送付 (17件)の多

いことが注目される。これらの国々が世界の経

済情報に関心を持っていて，日本からの経済学

術雑誌(英文)の受け入れ要請に積極的に応え，

自らも交換誌として経済雑誌を京都帝国大学経

済学部へ送付していたことがわかる。

さらに注目すべきことは，ソビエト連邦との

交換関係が成立していたことである。ソビエト

連邦からは第 2表に示したように英文雑誌 1誌

と露文雑誌8誌を受け入れ，これらの雑誌を送

付してきた機関に KUERが送られた。

500~600件の送付先のうちのごく一部が明ら

かにされたにすぎないが，KUERが世界中に
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配布されていて京都帝国大学経済学部の研究成

果が世界中に発信されていたことが確認できる。

2) KUERを所蔵する世界の大学図書館

KUERを所蔵している世界の大学図書館や

研究機関を明らかにすることによって，その機

関と京都帝国大学経済学部との交流が確認でき

ることになる。創刊時の KUERの所蔵は，京

都帝国大学経済学部がその機関に KUERを送

付していたことの証左であり，それを調査する

ことは KUERの送付機関を明らかにするひと

つの方法で、ある。

いま，オンライン・データベースを利用する

ことによって，世界の大学図書館や研究機関が

所蔵する図書や雑誌を瞬時に把握することが可

能になっている。このシステムを利用して，

KUERの所蔵機関を調査することができる。

ここで利用したデータベースは， OCLC Worl-

dCatで， OCLC (Online Computer Library 

Center) メンバーの図書館が所有する図書・

雑誌・地図・ AV資料等の目録で，紀元前以降

の5，000万件以上の資料を収録している29)。し

かし，世界と銘打ちながらも，一部ヨーロッパ

のものも含まれているが，その実はアメリカの

大学図書館や研究所が所蔵するものが大多数を

占めていて，世界の所蔵館を調査するには限界

がある。ここではむしろ，アメリカの所蔵館と

限定した方が正確である。

OCLC WorldCatにアクセスして iKyoto

University Economic Review Jをキーワード

として検索項目に書き込んで検索すると84館が

ヒットし，図書館名が表示された30)。これらの

図書館をー館ずつクリックしてその所蔵状況を

調査し， 1950年以降31)のみの所蔵館と所蔵館一

覧には出現するが実際にそれらの図書館をク

リックしても所蔵が確認できなかった館とを除

いた。この結果について第 3表に示した。戦前

29) rFirst Search検索ガイド』第 5版，紀伊園屋書庖

OCLCセンター， 2003年11月。

30) 2006年11月17日のアクセス結果。ちなみに， 2005年 9

月 9日のアクセス時には81館のヒットであった。

31) KUERは戦争のため第四巻第 1号 (1944年 1月)で

中断し，戦後は1950年から刊行を再開した。

からの KUERを所蔵している館は62館，すな

わち62大学になる。この62大学には戦前から

KUERが送付されていて，研究にかかわる交

流がなされていたと考えられる32)。

3) KUERの国際交流

KUERの創刊以降戦争で刊行が中断される

までの国際交流をあとづけるものとして，

KUERとの交換雑誌のリストと戦前の KUER

を現在も所蔵している大学機関を確認してきた。

この 2つの作業の結果が，第 2表と第 3表に示

されている。

第2表と第 3表に重複して出現している機関

が Harvard-YenchingInstitute， University of 

Hawaii， Harvard University， University of 

Wisconsinの4機関あるが，これらをそれぞれ

1機関に数えると152機関になって，これらの

機関に戦前の KUERが送付されていたことが

確認できる。第 2表と第 3表の 2つのリストが

京都帝国大学経済学部が戦前 KUERを刊行す

ることによって学術交流をすすめることのでき

た海外の機関である。調査方法の限界からアメ

リカへの傾斜の強い結果になっているが，それ

でもアジア，南アメリカ，ヨーロッパなど，全

世界への広がりを持っていたことが示されてい

る。資料等の限界があってまだ十分とはいえな

いが，戦前の京都帝国大学経済学部のスタッフ

の研究が KUERを刊行し，送付することに

よって世界中に発信されていた実際の一齢を実

証することができた。

KUERは，わが国最初の欧文経済学術雑誌

として日本の経済理論を世界に発信しようとの

熱意に燃えた京都帝国大学経済学部によって刊

行された。途中，戦争による中断を余儀なくさ

れたが，創刊以来77年間にわたってこの作業は

継続されてきた。日本の経済学が欧文によって

海外に発信されつづけたことは意義のあること

であった。今，日本の経済学は戦後60年を経て

32) 戦後になってパックナンバーをまとめて送付したこと

も考えられるので， 63大学全てが戦前からの交流があっ

たと断定することはできない。戦後になってからパック

ナンバーを送付した大学については，それを明らかにす

ることはできなかった。
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第 3表戦前刊行の KUERの所蔵機関

地域 所蔵機関

AB I UNIV OF ALBERTA 
AZ I UNIV OF ARIZONA 
CA I CLAREMONT COL 
CA I STANFORD UNIV LIBR 
CA I UNIV OF CALIFORNIA， BERKELEY 
CA I UNIV OF CALIFORNIA， LOS ANGELES 
CT I Y ALE UNIV LIBR 
DC I AMERICAN UNIV 
DC I LIBRARY OF CONGRESS 
FL I UNIV OF FLORIDA 
HI I UNIV OF HAWAII AT MANOA 
IA I IOWA STATE UNIV 
IL I NORTHWESTERN UNIV 
IL I SOUTHERN ILLINOIS UNIV AT EDWARDSVILLE 
IL I SOUTHERN ILLINOIS UNIV MORRIS LIBR 
IL I UNIV OF ILLINOIS 
IN I INDIAN A UNIV 
KS I UNIV OF KANSAS 
KY I UNIV OF KENTUCKY LIBR 
MA I AMHERST COL 
MA I BRANDEIS UNIV LIBR 
MA I HARVARD UNIV， BUSINESS SCH， BAKER LIBR 
MA I HARVARD UNIV， WIDENER LIBR 
MA I HARVARD-YENCHING LIBR 
MI I UNIV OF MICHIGAN LIBR 
MN I UNIV OF MINNESOT A， MINNEAPOLIS 
MO I SAINT LOUIS UNIV， PIUS XII LIBR 
MO I UNIV OF MISSOURI， COLUMBIA 
MO I UNIV OF MISSOURI， ST LOUIS 
MO I WASHINGTON UNIV 
NC I DUKE UNIV LIBR 
NE I UNIV OF NEBRASKA AT LINCOLN 
NJ I PRINCETON UNIV 
NJ I RUTGERS UNIV 
NM I UNIV OF NEW MEXICO 
NY I COLUMBIA UNIV 
NY I CORNELL UNIV 
NY I NEW YORK PUB LIBR RES LIBR 
NY I NEW YORK UNIV 
NY I STATE UNIV OF NEW YORK， BINGHAMTON LIBR 
NY I SUNY AT BUFF ALO 
NY I UNIV OF ROCHESTER 
NY I V ASSAR COL 
OH I CLEVELAND PUB LIBR 
OH I OCLC PROD SERV 
OH I OHIO ST ATE UNIV 
OR I UNIV OF OREGON LIBR 
P A I UNIV OF PITTSBURGH 
TN I VANDERBILT UNIV LIBR 
TX I SOUTHERN METHODIST UNIV， CENT LIBR 
TX I TEXAS A&M UNIV 
TX I TEXAS TECH UNIV 
TX I UNIV OF TEXAS AT AUSTIN 
UT I BRIGHAM YOUNG UNIV LIBR 
VT I UNIV OF VERMONT， BAILEY LIBR 
WA I UNIV OF WASHINGTON LIBR 
WI I UNIV OF WISCONSIN， MADISON， GEN LIBR SYS 
zz I NIEDERSACHSISCHE STAATS-UND UNIV 
zz I UNIV OF CALGARY LIBR 
zz I UNIV OF CAPE TOWN 
zz I UNIV OF LONDON， SCH OF ORIENTAL & AFRICA 
zz I UNIV OF OXFORD 

1 (1926) -69 (2000) 
1 (1926) -72 (2003) 
2 (1927) -14 (1939) 

所蔵巻年

1 (1926) -18 (1943)， 23 (1953) -39 (1969) 
1 (1026)一72(2003)
6 (1931) -47 (1977) 
1 (1926)ー72(2003)
4 (1929)， 6 (1931)， 11 (1936) -38 (1968) 
1 (1926)ー72(2003) 
1 (1926) ，.3 (1928) -18 (1943) ， 20 (1950) 
1 (1926) -18 (1942)， 20 (1950)一72(2003)
1 (1926) -72 (2003) 
1 (1926) -57 (1987) 
7 (1932)， 9 (1934) -15 (1940)， 29 (1959) -35 (1965)， 38 (1968)ー72(2004) 
2 (1927)， 7 (1932) -14 (1939)， 30 (1960) -36 (1966) 
1 (1926) -14 (1939) ，20 (1950) -69 (2000) 
1 (1926) -19 (1944)， 20 (1950) -63 (1993) 
1 (1926) -18 (1943)， 21 (1951) -65 (1995) 
4 (1929) -8 (1933)， 12 (1937)寸5(1940)， 37 (1968) -72 (2003) 
1 (1926) -16 (1941) 
4 (1929) -6 (1931)，11 (1936) -38 (1968) 
1 (1926) -18 (1943)， 20 (1950)ー72(2003)
1 (1926) -65 (1995) 
11 (1936)ー15(1940) ， 20 (1950) 
1 (1926) -15 (1940)， 20 (1950)ー72(2003)
1 (1926) -15 (1940)， 20 (1950) -72 (2003) 
1 (1926) -15 (1940) 
1 (1926) -18 (1943)， 20 (1950) -72 (2003) 
1 (1926) -12 (1937) 
1 (1926) -8 (1933) ， 10 (1935) -15 (1940) 
1 (1926) -72 (2003) 
2 (1927) -9 (1934)， 11 (1936) -14 (1939) 
1 (1926) -64 (1994) 
9 (1934) -72 (2003) 
17 (1942) -19 (1944)，21 (1951) -24 (1954) 
1 (1926) -18 (1943)， 20 (1950) -66 (1996) 
1 (1926) -15 (1940)， 20 (1950)一72(2003)
1 (1926) -72 (2003) 
4 (1929) -5 (1930)， 9 (1934) -14 (1939) 
1 (1926) -39 (1969) 
1 (1926) -39 (1969) 
8 (1933) -15 (1940)， 20 (1950) -66 (1996) 
1 (1926) -15 (1940) 
1 (1926) -14 (1939) 
1 (1926) -15 (1940) 
1 (1926) -42 (1972) 
1 (1926) -15 (1940) 
1 (1926) -7 (1932)， 10 (1935) -14 (1939) 
9 (1934)， 15 (1940) -24 (1954) 
1 (1926) -14 (1939) 
1 (1926) -18 (1943) ， 22 (1952)ー29(1959) 
1 (1926) -9 (1934) 
1 (1926) -21 (1951) 
1 (1926) -5 (1930)， 7 (1932) -12 (1937)， 34 (1964) -37 (1967) 
12 (1937) -15 (1940) 
3 (1928)， 7 (1932)， 8 (1933)， 10 (1935) -12 (1937)， 17 (1942) -72 (2003) 
1 (1926) -63 (1993) 
1 (1926)ー19(1944)， 20 (1950)ー72(2003) 
1 (1926) -15 (1940) 
7 (1932) -16 (1941) 
1 (1926) -61 (1991) 
1 (1926) -61 (1991) 
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まさに世界を舞台に論じられるまでになってい

る。ここにきて，KUERがもっていた日本の

経済学の世界への発信の任務は終わりを告げる

ことになったが，その先鞭をつけた意義ははか

りしれない。

わが国最初の欧文経済学術雑誌 KUERは，

日本の経済学発展のなかに正確に位置づけられ

なければならないだ、ろうし，その理論内容につ

いても十分な検討が加えられなければならな

い33)。これからの課題である。

33) この試みは，池尾愛子『日本の経済学-20世紀におけ

る国際化の歴史 』名古屋大学出版会， 2006年，根岸隆

「第 4章柴田敬一国際的に評価された最初の経済学者

J (鈴木信雄編『日本の経済思想 2.1 (経済思想10)， 

日本経済評論社)2006年等にみられる。


