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　 1．は しが き

　リ カ ア ドオ の 経 済学 は ， 極め て 抽象的な外観を まと っ て い たに もかか わ らず，反対 に

極 め て 具体的 な時代 の 問題 と取 り組 ん で い る 。 す なわ ち．実践的 な問題意識 を備 えて い

た 。 リカ ア ドオ の 生 涯 は イギ リ ス 産業 筆命 とい う嵐 の 50年間 にあ っ た 。 こ の こ と は ， イ

ギ リ ス が 大
．
1二場制度 を中心 とす る 近代産業国 へ の 完全 な転化 お よ び産業 資本 主義 の 勝利

を確立す る こ とに よ っ て ，旧体制 を決定的 に克服 して い っ た こ と を意味 して い る。そ し

て ，フ ラ ン ス 大 革命と ナ ポ レ オ ン 戦争，大陸封鎖等 の 大事件 が連続的に 起 っ た 時期 で あ

っ た 。リ カ ア ドオ の 経済学 は こ の よ うな
．
世界 史的 な問題の 進行を背景 と しなが ら形成 さ

れ て い っ たの で あ る 。

　
一
リ カ ア ドオ は 多 くの 原理 が商 品を生産す る費用 を取 り扱 うと い うこ とを知 っ て い た

に もか かわ らず，彼は労働 費用 も し くは， よ り正確 に は，労働時 間に対 して 国際貿 易の

理 論 を結合 させ た 。明 らか に ， 価 値 の 労働 費用の 漸進 的な放棄で もっ て，国際貿易の 理

論 は 手術 を経験 しなけ れ ば な らなか っ た 。 しか し リカ ア ドオ の 接 近は直接 に退 け られ な

か っ た 。 それ よ り も，そ の 接近 は彼の 後継 者に よ っ て 拡 大 されか つ 修正 され た の で ある 。

申

」 リカ ア ドオ は何 をもっ て 貿易 の 利益 とみ なすの で あ ろ うか 。 リ カ ア ドオ は ，国際貿

易の 利益 に 関す る問題 を，商品の 数量 した が っ て 享楽晶 の 総 量増加の 問題，消 費者の 享

楽 する 効用増加 の 問題 と して 取扱 っ て い る。そ して ，貿易 の 利益 をば輸入の 面に 求め よ

う とす る 、、す な わ ち ， 輸人 に よ る利益 を展 開す る 。 「完全 な 自由貿易制度の もとで は ，

各国は 当然 そ の 資本 と労働 を自国に と っ て もっ と も有利 と なる よ うな用途 に向け る 。 こ

な か や ま　 た だ ゆ き 〔経 営 情 報 学 科 ）
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の 個別的利益の 追求は，全体の 普遍 的利益 とみ ご とに結 びつ い て い る。勤勉を刺激 し，

工 夫丿Jに報 い ，また 自然 に よ っ て 賦与 され た特殊 の 諸能力 を もっ とも有効に使用す る こ

と に よ っ て ，そ れ は労働 を もっ と も有効に か つ も っ と も経済的に 配分す る，
一一一

方，諸生

産物の 全般的数量 を増加 させ るこ とに よ っ て ， そ れ は 全般の 利益 を 普及 させ ，そ して 利

益 と交通 と い う
一

つ の 共通 の 紐帯 に よっ て，文明世 界をつ う じて 諸国民 の 普遍的社会 を

結成する 。

ltt
．
」

　 「占典派経済学 者は 基本的に成 長経済学 の 方向を見定め て い た し，主な関心は い か に

して 「諸 国民 の 富」が増加 する か を説 明 したの で あ る 。 産出高を増加 させ る こ と を説 明

す る の に ，特化 と分業が特 別な注 意を 与え られ て い た 。 労働が 手工業的方法 に 対立 す る

もの と し て 細か い 職分に よ っ て 特化 された ときに，い か に 多くの ピ ン が 生産す る こ とが

で きる か に つ い て の ア ダ ム ・
ス ミ ス の 描写 は広 く引用 され，法則化 され た の で ある 。 特

化 と分業の 程度は 市場 の 大 きさ に 依存 して い た 。 す な わ ち ， 多 くの 市場 はか な りの 程度

の 特化 と分業 を促進 した だ ろ う ，，

Ii
．
」 そ して 「「諸国民 の 富 」へ の 外国貿易の 頁献 に つ

い て の 質問が 起 っ た 。 そ れ は外国貿易が 市場 を拡張 し特化 と分 業か らか な りの 利益 を与

えた とい うこ とが は っ きりと現れ て きた 。 しか しなが ら，どの ような商品が輸人 され 輸

出 され るだろ うか を示す こ とと貿易か ら ど ん な利益 を得 る か を示す こ とが は っ き りと議

論 の せ い にす る こ とが まだ必 要で あ っ た 。 発展 的 な理論 は比較 的優越 の 法則 と呼ばれ る。
／”1

」

　 リ カ ア ドオ は主著 『経 済学及 び課 税 の 原理 」第 7 章の 冒頭で 次の よ うに述 べ る こ とで

彼の 立場 を明確 に して い る 。 「外国貿 易 の 拡張 は ，商 品の 数 量 したが っ て 享楽 品の 総量

を増 大 させ る に は きわ め て 有力 に 貢献す るで あ ろ うが ， しか しけ っ し て た だ ちに
一一

国の

価値額を増大 させ る もの で は な い
。 す べ て の 外 国財 貨の 価値は ， そ れ ら とひ きか えに 与

え られ る，わ が 国の h 地 と労働の 生産物 の 分量 に よ っ て測 定され る か ら ， わ れ わ れ は ，

仮に ， 新市場の 発 見に よ っ て ， わが 国の 財貨の
一．一・

定量 と ひ きか えに外 国財貨 の 一二倍量 を

取得す る と して も，よ り大 な る価値 を得 な い で あろ う。 もしもある 商人が ， 1000ポ ン ド

の 額 の イギリ ス 財貨を購買す る こ とに よ っ て ， イギ リ ス市場で 1200ポ ン ドで売る こ とが

で きるあ る分量 の 外国財 貨を取得 しうる もの とすれ ば，彼 は，彼の 資本の こ の よ うな使

用方法に よ っ て 20パ ーセ ン トの 利潤 を取得す る で あ ろ う。 しか し彼の 利得 も，輸入商品

の 価値 も ， 共に ， 取得 され た外国財貨の 分量の 多少に よ っ て 増減す る こ とは ない で あ ろ

う 。 た とえば，彼が ブ ドウ 酒25樽 を輸入 しよ うと50樽を輸入 しよ うと，あ る時 に は25樽

が，また他 の 時 には 50樽 を等 しく1200ポ ン ドで 売れ るか ぎ り，そ れ は 彼の 利益 に はす こ

し も影響 しえな い の で あ る 。 い ず れ の 場 合に も．彼 の 利潤 は 200ポ ン ド，す なわ ち彼 の

資本に た い す る20パ ーセ ン トに，限 定 され るで あ ろ う。 そ して い ずれ の 場合に も， 同
一

の 価値が イギ リ ス に 輸入 される で あろ う 。

．
割

　 「
一・

人 の 立 派な古典派経済学者が 国際貿 易理 論に 関す る 貨幣賃金 を持 ち込ん だ と い う

こ とが ，リカ ア ドオ の 国 際貿易の 著述 が現 わ れ た後，長 くは なか っ た 。 1830年の 著作で ，
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ナ ッ ソ ウ ・シ
ー

ニ オ ア は労働生産性 の 関連性 と貨幣賃金に おける相違 を説明す る要素と

し て
・
定の 仕事の 不愉快 さ を強調 した 。 ジ ョ ン ・ス テ ユ ア

ー
ト ・ミル は また 輸出貿易の

構造 に 関す る貨幣賃金 の 相違 の 衝撃 の 認 識 を暴露 した 。 シ ニ オ ア の 論議で は，ほ とん ど

100年 後に タ ウ シ ッ グ に よ る か な りの 苦心 に あ る よ うに ，輸出産業の 生 産性 は 多 くの 注

意が は らわ れ た，すなわ ちそ れ は経済に お い て貨幣賃金の 構造 の 決定に 対して きび し い

と考 え られ た。（私 は輸出生産性 の 影響が度 を越 した と思 う。 ）
．
雪

　リ カ ア ドオが 問題 として い る の は ， 財貨 の 数量の 増加 と い うこ とで ある 。 そ して ，外

国貿 易で あれ国内商業で あれ ，
い っ さ い の 商業が 有利 なの は，生産物の 数量の 増加で あ

っ て ， 生産物 の 価値の 増加で は な い の で ある 。 比較生産費説 は，貿 易の 成 立 を説明する

理論で ある 。 各国が 比 較的 労働費優 位 をもっ た生産 に特 化す る の は，絶対的 に安価 な 商

品の 生 産に 特化す る こ とで あ るか ら， 貿 易は財貨の 数量 を増加す る こ とに な る と い う理

論で ある 。 「占典派経 済学者達は 主 と して 成長経 済学の 方 へ 方向を見定め た。そ して 彼

らの 主 な関心 は ど の よ うに して 「諸国民の 富 」が 増加 した か を説 明 し て い た。増加 した

産出高の 説明 に お い て ， 特化 と分業 は特 別な注意を払 われ た 。労働 が 手工 業的方法に 対

立す る もの と して 機能 を詳 しく述 べ る こ とに よ っ て特化され た ときに ，
い か に して 多 く

の ピ ン が 生産 される か もしれ な い か に つ い て の ア ダ ム ・
ス ミ ス の 描写 は広 く引用 されそ

して概括 され た 。 特化 と分業 の 程度は市場の 大 きさに依存 して い た 。 す なわ ち， よ り大

きな市場 は か な りの 程度の 特 化 と分業 を促進す るか もしれ な い 。

　 「諸 国民の 富」 に 対す る外国貿易 の 貢献に つ い て の 質問が 生 じた 。 外 国貿 易が 市場 を

拡張 し，そ して 特化と分業か らか な りの 利益 をワえた と い うこ とが は っ き りと現 れ たの

で あ る。 しか しな が ら，それは は っ きりと議論の せ い にす る こ とが 必 要で あ っ た 。 す な

わ ち， どん な商品が 輸入 され輸 出 され るか と い うこ とと貿易か らの 利益 を示すこ とで あ

る。発 展 した 理論 は比較的優 越の 法則 と呼ば れる 。 刑
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　 2 ．　 リカ ア ドオ の シ ェ
ーマ に つ い て

　か の 有名な リ カ ア ドオ の シ ェ
ー

マ は ， イギ リ ス
・ポ ル トガ ル の 両国を例 に と り，何れ

もラ シ ャ とブ ドウ酒 を生産 して い るが ， 労働 費用で は ，ポ ル トガ ル は何れ の 財貨の 生 産

にお い て もイギ リ ス に絶対 的に優越 して い るが，特 に ブ ドウ 酒の 生 産に お い て よ り大 な

る優越 を もっ て い る 。 こ の 時 に お い て ，ポ ル トガ ル は ブ ドウ 酒 を，イギ リ ス は ラ シ ャ を

生産 す る こ とに よ り ， お 互 い に そ の 生 産物 を交換す る よ うに な る。 したが っ て ， こ の 貿

易 に よ っ て ， ポ ル トガ ル は 自国 にお い て こ れを生 産す る よ りも
一

層多量 の ブ ドウ酒 を取

得す る こ とに なる 。 「占典派経 済学 者達 に よれ ば ，

一一
国 は相対的 に僅か の 労働 で 生産す

るこ とが で きる
一

商品を 輸出し，もしも自国で生産 したな らば，相対的に か な りの 労働

を必 要 とす るか も しれ な い 商品を輸入す る。一定の 商 品は す べ て の 国 々 で 同量 の 労働で

生産す る こ とが で きない 。好都 合な資源 は
・
国 を有利 に位 置 して い ない

一
国よ りも少な

い 労働 で
一商品 を生産す る こ と に 充て る 。 例えば ，地 面の 近 くに 石炭資源 を も っ た

一
国

は非常に深 い とこ ろ にあ る石炭 資源 を もっ た
一

国以 ヒに 1 トン に つ きよ り少な い 労働量

に 向け る こ とが 必要だろ う。

II

」

　勿論，気温，地味，水利 ，大 気等特定 の 自然 的 な状況 の 下 に な い と事実 ヒ生産 で きな

い 財貨が ある 。 リ カ ア ドオは 国際貿易 の 利益 を，財貨 の 種類 ・数量 の 増加 に ある とみ な

す 。 す なわ ち，特定量 の 労働 と資本で よ り多種 ， 多量 の 満足 を獲得す る こ とが で きる

か
・ある い は よ り少量の 労 働 ならび に資本 を もっ て特定種類 ， 特定量の 満 足を獲得す る

こ と に ある 。 結果 と して は，財貨の 豊富 と低廉 とは消費 者に とっ て 有利で ある 。

　典型的に資本主義貿易 は価格の 絶対差 に基 い て 行われる こ とに なる 。 生 産可能 な財貨

に つ い て は， 自国の 財貨の 価格 が低廉で あるか ら輸出す る こ と に なる し，外国の 財貨の

価格 が低廉で あるか ら輸人す る こ と に な る 。 こ こ か ら の 結論 と し て ，貿易 をす る こ とか

ら財貨 の 数 量 が 増加 し ， 価格 の 下 落 をもた らす こ とに なる 。

　 しか し乍 ら ， リカ ア ドオの 理 論 を検討 した と きに は， これ と は異 な る事情が い ま一一・つ

考 え られ る 。 それは その 国の 生 産物 と交換 に輸入 され る財 貨， 労働賃金の そ れ に 対 して

費消され る と こ ろ の 労働者の 食物そ の 他の 生活必需品 の 場 合で ある。何故 に問題 に なる

か と言えば ，こ の よ うな場合 にお い て は ， 賃金 は 下 落 し，資本 の 利潤 は 上 昇する こ と に
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なる と い うこ とは ； リカ ア ドオ の 理論か ら くる必然の 結果 と い え る。

　利潤 率は 賃金の 低 下以外 に は増大 しない し，賃金 の 永続 的低下 は ， 賃金が 支出 され る

必 需品の ド落 の 結果以外 には生 じな い と リカ ア ドオ は 『経済学及 び課税の 原理』 で証 明

しよ うと努め て い る。「もし も外国貿 易の 拡張 に よ りあ る い は機械 の 改良 に よ っ て ，労

働者の 食物 と必需品が低減され た価格で 市場に もた ら され うる な らば ， 利潤 は上 昇す る

で あ ろ う 。 も し も，われ われが ，自国の 穀 物 を栽培 した り，あ る い は 労働 者の 衣服お よ

びその 他の 必需品 を製造 した りする の で は な くて ，よ り安 い 価格で これ ら の 商品をわれ

わ れ に 供給す る こ とが で きる新 し い 市場 を発 見す る ならば ．賃金 は低 下 し利潤 は E昇す

るで あろ う。 しか し， もし も外国貿易の 拡張 に よ りある い は機械の 改良に よ っ て ，よ り

安 い 値段で 取得 され る諸商品が ，もっ ぱ ら金持 に よ っ て 消費 され る諸 商品で あ るな らば ，

利潤 率に は な ん ら の 変 更も起 こ ら ない で あ ろ う 。 た と えブ ドウ酒 ，
ビ ロ

ー
ド， 絹織物 ．

お よび そ の 他の 高価 な商 品が50パ ーセ ン ト下落す る と して も，賃金率は影響 を受 け ない

で あろ う，また そ の 結 果 と し て 利潤は ひ きつ づ き不変の ま ま で あ ろ う。

　そ うし て み る と， 外 国貿 易は，収 入が 支出され る諸物の 分 量と種類 を増加 し ， また 諸

商品の 豊富 と低廉 とに よ っ て ，貯蓄 と資本 の 蓄積 と に刺激 を与え るか ら，　
・国 に と っ て

高度に 有利 で ある と は い え，輸入 され る諸商 品が 労働 の 賃金が 支出 され る そ の 種類の も

の で な い か ぎ り，資本の 利潤 を ひ き ヒげ る 傾向をす こ しももた ない で あろ う。

．
刊

　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　 註

（1） Richard　 I．Leighton： Econornics　of　Internationai　 Trade ．　 P2 　McGraw −Hill　 Bo〔｝k

　　 company ．　 New 　York ．　 St．Louis．　 San 　Francisco ．　 DUsseldorf．　 London ．　 Mexico ．

　　 Panarna．　Sydney．　Toronto　Kogakusha 　Ltd．　Tokye

（2） DAVID 　 RICARDO ； The 　Principles　 of　Political　Economy 　and 　 Taxation ．　 P．80

　　 Everymamゴ s　Library．　London 　New 　York

　 3．賃金 と利潤 に つ い て

　リカ ア ドオ に よ る と，貿易は 諸商品の 数量の ， したが っ て また，享楽品の 総量 の 増加

に 貢献す る と こ ろ 甚だ大 きい が ，決 し て即 時に は
．．・
国内の 価値量 を増加 させ る もの で は

な い 。然 らば ， 何故 に貿易 は生 産物 の 数 量の 増加 と なる の か 。 こ の 解答は， リカ ア ドオ

の 有名な比 較生 産費説で ある 。 こ の 理論 は ，比 較的労働費用優位を もつ 生産 に特化する

と い うこ とは ， 結 局の とこ ろ ，絶対的に 安価 な商品の 生 産に特化す る こ とで あ る。そ し

て ，労働費用 に よる貿易の 方向 と貨幣費用に よる貿易の 方向とが
一．一
致す る こ とを明確に

した もの で ある 。 故 に，こ の 理論の 必 然 的な帰結 は，貿易が 財 貨の 数量 の 増加を斉す こ

とにな る と い うこ とで ある 。 勿論 ，
こ の 外に ，気温，地味，水利，大気等 と い う特定の

自然的状 況下 で なければ 事実上 生 産する こ と の で きな い 財 貨が あ り ， そ うい う財 貨が 貿

易の 対象 になる 。 したが っ て ， リカ ア ドオ は 国際貿易の 利益 は財貨の 種類 と数量 の 増加

に ある とする 。 そ こ で ，結果 と して財貨の 豊富 と低廉は 消費 者に有利で ある 。 「貿易が

一 85一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Toyama College

NII-Electronic Library Service

Toyama 　College

行 われ る場合に は光景は変化す る。各国は あ る 商品の 生 産 を増加 し，
’
他の 商 品の 生産 を

減少す るか または 全然生産 しな くな る。こ の こ とは恐 ら くは 各国がなお生産 を続 けて い

る 商晶 の 生産費 に作用 す る で あ ろ う。新 し い 生産費比 率が 確立 せ られ る で あ ろ う、こ の

新比 率が なお外 国に存す る比率 と異な っ て い る な らば，貿易 をさ らに拡張す る こ とに よ

っ て 利益が確 立せ られ うる 。 そ して こ れが再 び各国の 生産費比率 に作用 す る 。 そ の 結 果

と して ，利益 を生 じる貿易が 行わ れ尽 した場合 には ，各国 の 生産 費比 率は もは や 外国の

生 産費比 率 とは差異 を もた な くなる と い うこ とに な る。一一・
国は そ の 生 産費比 率が外 国の

生 産費比率 と同 じくなる まで 各種商品の 生産 を拡張 また は縮少 し ， か くて 発 生 した 余剰

を輸 出 し，不足 を輸入す べ きであ る （あ る部面にお い て は，生産 は全然放棄せ られ る か

も知 れぬ 。そ して 貿易開始前 に は国内 に おけ る生産 費が高 失費 に つ くか また は 生産が 不

可能で あ るた め に ，消費 され なか っ た商品が輸人されるか も しれ な い
．1．

）、，

　 リカ ア ドオ の 貿易論は，比 較的優 越 を もつ 産業 に 特化す る こ と は 財貨 1 単位を取得す

る に必 要 な費用の 低 減 を斉 らす こ とに なる u こ れ は
一定量の 費用 で よ り多量 の 財貨を獲

得す る こ とに なる 。

　 「利潤 率は 賃金の 低 ドに よる以外 に は け っ し て 増 大 しえない 。 そ して 賃金 の 永続的低

ドは，賃金が 支出 され る必 需 品 の 下 落 の 結 果 と して 以 外に は起 こ りえ な い ， と い うこ と

を本音 をつ うじ て 証明す る の が ， 私 の 努め て きた 点 で あ っ た。
．
到 い わ ゆ る，外国か ら

輸人 される財 貨が ，労働賃金が こ れ に対 して 費消 され る食物そ の 他の 生活 必 需 品で あ る

時に おい て は，賃 金は下落 し，利潤 は騰 貴す るか ら，こ の よ うな国際貿易は 直接的に そ

の 国の 生 産者 に と っ て 有利で ある 。 リ カ ア ドオは ，賃金 と利潤 とは相補性 をもっ て い て ，

一一
方の 騰 貴は他方の

．．
ド落に み ちび き，

一
方の 下落は 他方 の 騰貴 をひ き起す 関係 に ある と

い うこ とを意味す る。「1870年代 に イ ギ リ ス の 経済学者 ケ ア ン ズ は 単純 な労 働価値説 に

対 して さ らに進ん で 異論 を 高 く掲げた u 彼は あち ら こ ち らと仕事か ら仕事 へ と労働の 移

動 にお け る制限 や 制度上 の 妨 げに よ っ て保 護された 1 グ ル
ー

プ が他 の グ ル
ー

プ よ りよ り

高 い 報酬 を受 けとるか もしれ な い とい うこ とを指摘 した u 賃金は，ゆ えに ，労働時間に

一・
致 しな い で あろ う。

．
周

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 註

（1） SIR 　 ROY 　HARROD ； INTERNATIONAL 　 ECONOMICS ．　P．16・17　 DIGSWELL

　　PLACE ，　JA　MES 　NISBET ＆ CO ．LTD ，　 CAMBRIDGE ，　 AT 　 THE 　UNIVERSITY

　 　 PRESS ．

　　R．F．ハ ロ ッ ド著　藤井茂訳　ハ ロ ッ ド国際経済学　改訂版　56−57頁 。 実業之 日本社版

（2） DAVID 　 RICARDO ；The 　Principles　 c｝f　Political　 Economy 　 and 　 Taxation ．　 p．80

　　Everyman
’
s　Library．　London 　New 　York

　　P，ス ラ ッ フ ァ 編 　MJH．ド ッ ブ 協力　第 1 巻　経済学お よび課税 の 原理 　堀　経夫訳

　　154頁 。 雄松堂書店

（3）SEYMOUR 　EHARRIS ；Internati〔〕nai 　and 　lnterregional　Economics ．　p，20　McGRAW 一
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富 山短 期大 学紀要第37巻

HILL 　 BOOK 　COMPANY ，　 INC ．　 New 　 York　 Toronto　 London 　 KOGAKUSHA

COMPANY ，LTD ，，　Tokyo

　 4 ．穀物の 自由貿易に つ い て

　 リカ ア ドオ は穀物の 自由貿易を主張す る。穀物の 自由貿易は ， 資本利潤を高騰 させ ，

穀物の 輸人 制限は 資本利潤 を低下 させ る こ とに な る 。 したが っ て ， 穀物 の 自由貿易 を主

張す る こ とか ら， リカ ア ドオ もまた 生産者 ・資本家本位の 見地に 立脚 して い る と言え よ

う、，

　そ うで あ る とす れば ，穀物の 輸入制限は何故に 資本利潤を低下 させ る こ とに な る の か 。

リカ ア ドオ に よれ ば ， 穀物の 輸入 制限が 行わ れ る時 に は ， 富の 増進 と人凵増加 に よ っ て ，

その 食物の 供給 をば 品質の 劣れ る tl地 に頼らな け れば な らな くな る結果 として ， 食物 の

供給が 困難 とな っ て しまい
， そ の 供給 され る 最終部分 の 生産に

一層多量 の 労働 を投下す

る こ とが 必 要 とな っ て しま い
，

こ の た め に食物 の 価格が 騰貴 し て しま うこ と に な る 。

　 したが っ て ， 限 界土 地 の 労働量が 食物の 交換価値 を決定す る 。 食物 の 騰 貴は ，労働 賃

金 の 騰 貴と い う結果 を斉 らす こ とに なる 。 リ カ ア ドオにお い て は ，財貨 の 価値の 全部 は，

一
つ は資本 の 利潤 を構 成 し，他 は労働の 賃金 を構成す る こ とに なる 。 こ の 価値の

一
構 成

部 分で ある 労働 の 賃金は ど の よ うに し て 定 まる の で あろ うか 。「労働 は ，売買 され ，そ

し て 分 量 に お い て 増減 され る。他の す べ て の 物 と同 じ く， そ の 自然価格 とそ の 市場価格

とを もっ て い る 。

1．
」　 労働 の 自然価格 は ， 労 働者 を し て ， そ の 生活 を維持 し ， 増減 な

くそ の 種族 を永続 させ る た め に必 要 と され る価格 であ る 。 労働の 市場価格 は ， 需 要に対

す る供給の 自然的作用 に よ り ， 労働 に対 して実 際に 支払わ れ る価格で ある 。 した が っ て ，

労働 の 市場価格 は ， 結 局 の と こ ろ ，労 働の 自然価格 に
一

致 しよ うとす る傾向を もっ て い

る、，リ カ ア ドオ は
， 貨 幣価格 に 変動が ない と し た な らば，賃金 は ．

一
二つ の 原因か ら騰落 を

免れ な い として ，次 の 二 つ を挙げ るの で あ る 。 「第
・
に ，労 働 の 供給 と需要 。 第 二 に ，

労働賃金が 支出 される 商品の 価格 。

嚠
刊 こ こ か ら ， 労働賃金 が 費消 され る 諸財 貨の 最大

部分 を 占め て い る食物の 騰貴は，必 然的に労働の 自然価格の 高騰 を導 くに至 る 。 リカ ア

ドオ で は，労働賃金の 騰貴は利潤 の ド落 とな る。こ こで ，下 落する利潤 は 限界 一ヒ地に お

け る農業資本の 利潤だけで は ない 。農業資本の
．般 利潤 は耕作の 限 界土 地にお け る資本

利潤 に よ り規 律 され る か ら して ， 農業資本 の 利潤
一般が低 ドす る。農業資本 だ け で は な

く， 商工 業利潤 もそ うで ある 。 資本の 利潤
・般 は全 く土地に 使用 され る資本の 最後の 部

分 の 利潤に 依存する 。 故 に， ド落す る の は利潤一般 とい える 。 耕作 の 改 善が 行 われ ず，

穀物 の 輸入が制限 されるこ とに至れば ，資本 の 利潤 は次第に 低落 の
一途 を辿 らざる をえ

な くな っ て しまう 。 最劣 等地 の 耕作の 使用 を放棄 しな けれ ば ， 利潤 の 低下 を きた す こ と

に なる 。

　穀物 の 貿易 をば 白由に して ，外 国か ら低廉 な穀物 を輸入す る場 合に は，労働の 賃金は

下落 し て ，資本の 利潤 は L昇す る 。 資本の 利潤が 一ヒ昇すれ ば ，生 産者 ・資本家が利益 を
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得 る こ とに な る。そ の 限 り穀物 の 白由貿易は生 産者 ・資本家の 利益で あ る 。

　 しか し乍 ら ， リ カ ア ドオ はそ れだけ の 理 由か ら穀物 の 自由貿易 を唱える の で あ ろ うか ，、

仮に ， リ カ ア ドオは利潤が 高騰す る と い う理 由だ けか ら穀物 の 自由貿易を唱 える と した

な ら ， そ こに は混交 し て い る こ とに な っ て し ま う。 と こ ろが ， リカ ア ドオ の 穀物貿易論

は 奥深 い もの が ある 。 それ は穀物 を輸入する こ とが労働者の 利益 と矛盾す る こ とに な り，

彼 ら の 利益 を蹂躙す る もの で は あ り得な い とい う考えで あ る。穀物 を輸人す る こ と を抑

制すれば ，労働 の 賃金が 騰貴する 。 穀物を輸入す る こ との 制限を撤寵すれ ば ，労働 の 賃

金 は下落 し て し まう。これ は い か な る 意味を もつ こ と に なる の で あ ろ うか 。穀物の 輸入

を制限すれ ば ，賃金 は騰貴する こ とに なる 。 と こ ろが ，こ の 場合騰貴する の は 貨幣賃金

とい うこ とで あ り，穀物賃金 は減少す る こ とに なる 。

　 リ カ ア ドオ は述 べ る 。「小 麦 1 ク ォ
ータに つ き 4 ポ ン ドの ときに，労働者 の 賃金 は年

に 24ポ ン ド， す わ ち小 麦 6 ク ォ
ータ ー

の 価値で あ る ， と仮定し ， また 彼 の 賃金 の 半分が

小麦に支出 され ， 他の 半分 ， すな わ ち 12ポ ン ドが ， 他の 諸物に支 出され る ， と仮定 し よ

う。 彼は ，

　 　 　 　 4ポン ド4シリング8ペンス　　　　　　　24ポン ド14シ リング 　　　　　　 583クォ
ータ

　小麦が　4 ポン ド10シ リン グ　　の ときは　 25ポン ド10シリ ン グ　　すなわち　5・e6クオ
ータ　の価値を

　 　 　 　 4ボ ン ド16シ リン グ　　　　　　　　　26ポ ン ド8 シ リング　　　　　　　　 5．50クa 一タ

　 　 　 　 5ポンド2シリング10ペンス　　　　　　　　　27ポンド8シリング6ベ ンス　　　　　　　　5．33クt 一タ

受 け とる で あ ろ う。

　彼が受け る こ れ らの 賃金 は ，そ れ に よ っ て 彼が ，以前 とち ょ うど同 じ程度の 生 活をす

る こ とが 可能 とな る だ けで あ っ て ， よ りよい 生活 をす る こ とはで きな い で あろ う。 とい

うわ け は ， 穀物が 1 ク ォ
ー タ に つ き 4 ポ ン ドの ときに は ，彼 は 3 ク ォ

ータ の 穀物 に た い

して
，

　 1 ク ォ
ータ に つ き 4 ポ ン ドで …………………………………12ポ ン ド

　そ して 他の 諸物に た い して …………・……・………・…………12ポ ン ド

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 24ポ ン ド

　 を支出す る で あろ うし，

　小麦が 4 ポ ン ド4 シ リ ン グ 8 ペ ン ス の ときには ，

　彼 と彼の 家族が 消費す る 3 ク ォ
ー

タは
……・…一 ……・……12ポ ン ド14シ リ ン グ

　価格の 変更 しな い 他の 諸物は
…・………・……・……・・………・12ポ ン ド

　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　 　　 24ポ ン ド14シ リ ン グ

　を要する で あろ うし，

　 4 ポ ン ド10シ リ ン グ の ときに は
，

3 ク ォ
ータ の 小 麦は……13ポ ン ド10シ リ ン グ

　そ して他の 諸物は
・・…・…・………・・………………・・………・…12ポ ン ド

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 25ポ ン ド10シ リ ン グ

　 を要する で あろ うし，

　 4 ポ ン ド16シ リ ン グ の ときには ， 3 ク ォ
ータ の 小 麦は ・…・・14ポ ン ド8 シ リ ン グ
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　他の 諸物は
…・……・………・…………………………・………・・…12ポ ン ド

　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　 　　 26ポ ン ド 8 シ リ ン グ

　 5ポ ン ド2 シ リン グ10ペ ン ス の ときに は，3 ク ォ
ー

タの 小麦は
…………15ポ ン ド8 シリン グ 6ペ ン ス

　他 の 諸物は ・・………………・………………・・…………………・…12ポ ン ド

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 27ポン ド8 シリン グ6ペ ン ス

　を 要す るで あ ろ うか らであ る 。

　穀物が 高 くな る に比例 して ， 彼 は よ り少 な い 穀物賃金 を受け とる であ ろ う。 しか し彼

の 貨 幣賃金は つ ね に増加す る で あ ろ う。 そ れ に た い して ，前記 の 仮定 に よれば，彼 の 享

楽品は まさに 同
・
で あ ろ う 。 しか し ， 他 の 諸商品の 価格は 原生 産物が そ の 構成に 参加す

る に比例 し て ひ き ヒげ られ る であ ろ うか ら，彼は こ れ ら の なか の 若 干の もの に た い して ，

よ り多 くを支払 わ な けれ ばなら ない で あろ う。 判 したが っ て ，穀物の 自由貿易は ， 生

産者 ・資本家 の 利益で あ るが ，
だ か ら と い っ て ，穀物の 自由貿易は労働者 の 利益 と矛盾

して い る とは 言え な い の で ある 。 換言す れば ，生 産者 ・資本家 の 利益 と労働者の 利益 と

は，低廉 な穀物 を外国か ら輸入す る こ とに つ い て は両立す る こ とになる 。 勿論，消費者

に つ い て は なほ の こ と と言える 。 そ うす る と，穀物 の 自由貿易に よ っ て 不利益 を蒙 る の

は誰で あ ろ うか 。 地 主 で あ る と リ カ ア ドオは言 うの で ある 。

　リ カ ア ドオ は ，地代 とは 「大 地 の 生産物 の うち，土壌 の 本源的 で 不滅 な力の 使用 にた

い し て 地主 に 支払 われ る部分で あ る 。

／a／
」 と述 べ る 。 土 地の 使用 に 対 して 地 代が 支払 わ

れ る の は ， ヒ地 は量に お い て 無限 で は な く， 質 にお い て 均
．一

で は な くて ，位置に お い て

便不便 が あ るか ら と い え る 。 したが っ て ，「資 本は む し ろ 旧地 に使用 され ， そ して 同様

に 地代 を創造す る であ ろ う，とい うの は，地代は つ ね に 二 つ の 相等 しい 分量の 資本 と労

働 の 使 用に よ っ て 取得 さ れ る 生 産 物間の 差額 だか らで あ る 。

t ” 1

」 豊饒 で 便利 な位 置 を 占

め て い る土地 が 増殖す る人 日 に対する 食物生 産 の た め に必 要 と され る程度以上 に 豊富 に

存在 して い る場合 や資本 と労働が 旧 上地 に対 して す こ しの 減収 もな しに無際限に投 下す

る こ とが で きる とする 場 合 に お い て ，地 代 と地 代の 騰貴は あ り得 な い 。

　実際，土地は 有限で 品質に は差等が ある だけで は な く，位置が ど の よ うで あるか で 非

常に利便が違 うこ と で あ る 。そ し て ，土地 は収穫 逓減法則 に左右 され るこ とか ら，社会

が発展 して い く上 にお い て は ， 最 も肥沃で あ っ て ，最 も有利 な位置 を占め る土 地が 最初

に耕作 され る こ と にな る 。 第二 の 豊度 と利便 をも っ た ：．ヒ地 を食物が 不足 す る解決策 と し

て ，耕作の 拡張をはか る こ とに よっ て，第
一

と第二 の 土 地に お ける収穫物の 差額 もし く

は収穫物の 価値 の 差額が 地代 となる の で あ る 。 そ して ，第二 の 土 地 を耕作す る こ とに よ

っ て ，第二 の 土 地 にお い て も地代 の 発生 をみ る に お よ ん で ，両者の 収穫物の 差額 ， ある

い は収穫物 の 価値の 差額が そ の 地 代となる の で あ る 。 こ こ か ら，第
．．・

の ．土地の 地 代は そ

れ だ け騰貴する に至る 。

　 土地 の 生産物 の 交換 価値 は，他の
一

切 の 貨物の 交換価値 と同 じよ うに，これ を生産 し

て 市場 に 運び入 れる た め に は，種 々 の 形態で必 要 と され る と こ ろ の 総 労働量 を もとに し
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て決定 され る こ とか ら して ，品質 と位置が 劣 っ て い る 土地が 耕作 され て い くに したが っ

て ，ある い は同
一
の 土 地 に投下 され る と こ ろ の 追加労 働量 を多 くす る こ とか ら ，原生 産

物 の 交換価値 は 次第に 騰貴 し て い か ざる を得 な くなる 。 こ の 場合に お い て は ，原生産物

の 交換価他を決定する もの は ， 最 も不利 な事情 の 下に おい て 生産 を継続す る 者が 投 ドす

る よ り大 な る労働 量で あ る，限界土 地の 生 産物 に 投 ドされ る労働量，そ うで なけれ ば 同

一
の ヒ地 に つ い て で あ れ ば，そ の 最終 部分の 収穫 に 投 ドされ る と こ ろ の 労働量 と い う こ

とにな っ て くる 。 だか らして，原生産物 の 比較的 に価値が 騰貴 して い く理 由は ， そ の 取

得 され る 限界
．−ll地 の 生 産物，あるい は最終的 な部分の 生産物 に対 して

・層多 くの 労働が

投 下 され るか ら で ある と い える 。 「そ こ で 原生 産物 の 比較 価値が 騰貴す る理 由は，取 得

され る最終部分 の 生 産 に よ り多 くの 労働が使用 され るか らで あ っ て ，地代が 地 主に 支払

わ れ る か ら で は な い 。
‘T／．i そ して ，「穀物 の 価 値 は ，な ん ら の 地 代 も支払わ な い 質の L

地 に お い て ， また なん ら の 地 代 も支払 わ ない 資本部分 も用 い て，そ の 生産に投 下 され る

労働量 に よ っ て 左右 され る の で ある 。 穀物 は 地代が支払 われ るか ら高 い の で は な くて ，

穀物が 高い か ら地 代が 支払わ れ る の で あ る 。

」71
」

　こ の よ うに して ，自然 は そ の 贈 与に 過度に もの お し み す る に つ れ て
， そ の 労働 に対 し

て 層 の 高い 価格 を要求す る こ と に な る 。 地代の 騰貴 は，その 国の 人口が増加す る こ と

に対 して 食物 の供給が 困難 とな る こ とか ら生 じる 。 生 産収益が よ り小 なる⊥地 へ の 追加

資本の 投 下を必 要 とす る に つ れ て ，そ の 追加 資本の 各部分 ご とに は地 代が 騰 貴する 、， 社

会の 事情 に よ っ て は，か りに も同額の 資 本を ヒ地 に投下 す る こ とが 不必 要に な っ て くる

が 故に ，そ の 最後 に投下 され る部分 をば 層 生 産的 な らしめ る もの は，地 代 を ド落せ し

め る こ とに な る で あ ろ う。農業．ヒの 改良とか 穀物の 輸 入の 場合が それ で あ る 。

　 と もか くも， 穀物が 高価で あ るか ら し て 地代が 支払わ れる の で あ る 。 そ して穀物価格

を決定す る の は あ の 最大 労働で生 産 され る穀物で あ っ て ，地代 はその 価格 の 構成要 素の

中に入 らない し ， また 入 れ て は な らな い もの で ある か らに は，地代 を負担す るの は
．・
般

消 費者 とい うこ とになる 。 こ こ か ら して ，地 主と
一

般消 費者は 利害 が対立 す る の は 明 ら

か で 疑 う余地が な い と い える 。

　地代は 生産物 の 価格 に よ っ て規定され る し ， 必 ず とい っ て よ い ほ ど消費者の 負担 にな

る もの で ある 。 地代 の い か なる部分 をも農業生産者 は 攴弁する もの とは言 えな い 。 農業

生 産者は 地代 の 騰落 に無 関心で ある こ とに なる。こ の よ うに結論す る こ とは正 しい とは

言 えない 。 それは農業生 産者 もまた 地代 を騰 責 させ ない し， む しろ生産物 の 自然価格 を

騰貴 させ ない と い うこ と に 明確 に 利 害関係 を もっ て い る 。 と い うの は ， 農業生産者もま

た原生 巌物がそ の 構成要素 と して 入 り込 む諾貨物 の 個 の 生産 者と して ， すべ て の 他 の

消費者 と と もに，価格が騰貴 しな い こ とに よ っ て 利益 を得 る こ とに なる 。 農業生産者が

穀物の 高価格 に対 し て 重 大 な利 害関係 を もつ の はなぜ か と言えばそれ が 賃金 に 影響 を 与

え るか ら で あ る。穀物の 価格が 騰貴す る こ とは，必 ず賃金 の 騰貴 を もた らす こ と に な り，

賃金 に比 例 して 農業生 産者 の 利潤は逓 滅 し て ゆ くの で ある。したが っ て ， リカ ア ドオ は ，
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地主 と農業生産 者と もは っ き りと利害が 対立 する もの と結論づ ける の で あ っ た 。 そ して ，

一般商工 業資本の 利潤 は 農 業資本の 利潤に 依存 して い る の で ，地 主と商工 業者も利害の

対 疏を招 くこ とに なる 。

　労働 者に つ い て は ど うで あ ろ うか 。 穀物 が 高価 となる に した が っ て ， 労働 者の 取得す

る貨幣賃金 は 多 くな るけれ ど も，そ の 支配 し得 る生 産物 の 数量は 減少す る こ と に なる 。

そ して そ の 実質賃金 は低下す る こ とか ら，境遇 の 悪 化 を もた らす こ とに な る。 しか し，

地主 は ど うで あろ うか 。 地主 は
， 穀物が高価 となる に したが っ て ，明 白に 二 重の 利益を

得る こ とに な る 。 第 ．一
に，地 主は地代 として よ り多 くの 穀物 を納 め る 。 第二 に は ，そ の

穀物の
一

定量は前 よ りも多量の 他 の 貨物 と交換す る こ とがで きる 。 した が っ て ，賃金 の

騰貴 と地 代の 騰 貴の 間に本 質的な差異があ る こ と に な り，労 働者 と地主 に お い て も，明

白に そ の 利害が対立す る こ とに な る 。 穀物 の 騰貴 は 資本家階級 と労働者 階級 の 犠牲の も

とに ， 地 主 を利す る もの で ある 。 穀物 の 下落は地 主 に と っ て は不 利で あるが ，資本家階

級 と労働者階級 は何れに お い て も恩恵 を受け る結 果 とな る。 した が っ て ， 外国か ら穀物

を 自由に 輸 入す る こ とに なれ ば，地 毛は 不利益 に な り被 害を蒙る こ とに なる 、 「リカ ア

ドオが最初 の そ して 顕 著な メ ン バ ー
の

一一
人 で あ っ た， イギ リ ス 古典学派 の 経済学者達 は

い くつ か の 共通の 特色 をもっ て い た。彼 ら の 中 の
一人は労働 の 国内価値 論で あ っ た 。 古

典学派 の 経済学 者達は
・
国内 の 商 品価格が そ れ ら を得るた め に必 要 と した 相対的労働量

に比 例 して い た と こ ろ の 主張 に結束 した 。 しか しなが ら，彼 らは こ の 理論が労働 と資本

が 異 なれ る諸国問で 不動で あ っ たが故 に国際価格 関係 の 場合 に応 用で きた と考 えたの で

あ る。 こ の 点で ，それ らが 国内的範囲か ら国際的範 囲に 応用で きた と きに ，価格決定 に

対す る 費用 の 接近 は 不 1’分 なこ とを証明 した 。しか しなが ら，占典学派は， しば しば彼

らの 分 析 を現 実の 条件 と抽 象的 な価格 に 言葉 で 表 わす こ とに よ っ て ， よ り直接的 に経済

的安寧 の 諸問題に よ り直接 的に 関連 させ る こ とが で きた の で あ る 。これ は 同時 に彼 ら の

優柔不断 と強み で あ っ た の で ある 。

L
頻

　以 上 の 見解か ら して ，リカ ア ドオは ，穀物 を輸入す る こ とを制 限 して い る政策をお し

の け よ うと攻撃し て ，穀物貿易 の 自由 を主張 する。 リ カ ア ドオは ，単 に生産者 の 利益で

あ る か ら と い う理 由で ， 穀 物貿易 の 制 限を撤廃す る べ きだ と主張 して い る の で は な い 。

低廉 な穀物の 輸入 は ， 労働者の 利益で あ り，　 般 消 費者の 利益に なる とい う。 穀物貿易

の 利益 は全体の 利益 とい う立場か らの 把握 が なされ て い る 。 穀物 貿易 にお い て は ， 消 費

者，生産者お よび労働者 の 問に利害 の 融合がある と い うの が リ カ ア ドオの 主張で あ っ た 。

リ カ ア ドオ は ， 穀物貿易の 制限か もし くは 穀物貿易の 自由か に関 する 問題 をば
， 地主 の

為 か ， もし くは消 費者，生産者お よ び労働者の 為 か とい う問題 と して提起 したの は こ の

よ うな理由 か らで あ っ た 。 リ カ ア ドオが穀物 貿易の 撤廃 を主張 したの は ，消 費者，生 産

者お よび労働者の 問に は完 全に利害の 融合がある と い うこ とで あ る 。 利 害が 相反する の

は 地主 で あ っ た 。 したが っ て ，穀物貿 易 を制 限す るか 自由に す るか に つ い て の 問題は ，

結局 の と こ ろ ，地 主 の 為か ， もし くは消費者 ， 生産者 お よ び労働者 の 為か の 問題 に 関 す
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る議論 に最終的 に落 ち着 くこ とに なる 。
こ こ にお い て ，後者の 利益 を図 らん が た め に穀

物貿易の 制限 を撤廃す る べ きで あ る と い う主張で あ っ た 。

　 こ の 立 場の 堅持は ，穀 物輸 出奨励金 の 是非 に つ い て も同 じで ある 。 リ カ ア ドオは 穀物

輸 出奨励金 制度 に対 し て 反対 の 立場を とる。そ れ は ，輸出奨励金の 交付が 穀物の 貨幣価

値の 騰貴 をもた らす か らで あ る 。 何故な らば，当該国の 穀物 に対す る外 国の 需要増加 は，

そ の 市場価格 をして 自然価 格以 ヒに騰 貴 させ るか らで ある 。
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