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　 1．は しが き

　工業国 と農業国 との 貿 易につ い て， リカ ア ドオ は どの よ う に 考え て い た の で あ ろ うか 。

リカア ドオ は こ の 問題 を著書で あ る 『経済学及 び課税 の 原理』
“
Principles　 of 　Political

Economy 　and 　Taxation， 1817
”

で 取 り扱 っ て は い な い 。とは い うも の の ，当然 の 帰結 と

して ，この 問題 を考 える必要 がある の で はな い か と思わ れ る。イ ギ リス における 自由貿

易運 動を推進 して い っ た中心的 な理 論は リカ ア ドオ の 理 論で あ っ た。 「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 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 夫力 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

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 。

（1 ｝

」 当時イギ リ ス は
“
The 　workshop 　of 　world

”
と し て 不動 の

地歩を築い て い た事実 に思い を馳せ る時に，こ の 問題 に つ い て 究明する こ とが，何故 に

イギ リス で 自由貿易が実践 に移されて い っ たか と い う事情を解明する糸 口 を与え て くれ

る こ と にな るで あろ う。

　 リカ ア ドオ は資本主 義社会 をば 唯
一

で 絶対 的な社 会で ある と した の で あ る。こ の 資本

主義社会 の 存続 が大前提とな っ て 理論が構築 され て い る。した が っ て ，りカア ドオ に お

い て はす べ て の 判 断 は資本主 義社会 か ら出発 し て ，そ し て また ，資本主 義社会 に辿 りつ

な か や ま 　た だ ゆ き （経 営情 報学科〉
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く こ と に な る。 こ れ は 資本主義社会 を変化 しな い 存在物 として 扱 う見方で はな くて
， 資

本主義社会が 成長 し発展 し，そ して 衰え て い くも の で あ る こ と を明確 に意識 し て い る の

で あ っ た。どん な に発展 し つ つ ある 社会 と い えども，事物 自然の 成行に まかせ てお く限

りは，何 れ の 日にか 進歩 に遅れ を もた ら して ，発展が止 まる こ とに よ っ て 萎縮的で 沈滞

的な社会 へ と向 う。 こ の 必然的な 過 程を描 く こ と こ そが ，リカ ア ドオの 経済理論が意 図

して い る もの で あ っ た 。 こ の よ うな 見方は社会の 自然的発達の 過程で あ り， こ の 意味す

る と こ ろは 事物が 自然の 成行に まか せ られ る以上 はそ の ような過程 の 経 由は不 可避的で

ある と い う こ とを意味 して い る。そ れ ゆ え に，資本主 義社会が老衰化 し て い くの を 阻止

しあ る い は 甦生 さ せ る た め の 策 を否定せ ん とする もの で は な い 。 「古典経済学 は基本 的

に成 長経済学の 方向 を見究 め て い た。そ して そ れ ら の 主要な 関心 は い か に して 「諸国民

の 富 」 が 増加 したか を説 明す る こ と で あ っ た 。増加 し た 産出高を説 明す る の に，特化 と

分業 は特別 な注 意 を与え られ た 。労働 が手工 業的方法 に 対立す る も の と して 職分を列 挙

す る こ とに 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 と い う

ア ダム ・ス ミス の 描写 は広 く引用 され そ して 法則化 され た。特化 と分業の 程度は 市場 の

大 き さ い か ん に よ る。すなわ ち大きな市場は か な り の 程度の 特化 と分業 を促進する だ ろ

う。
ω

」

　工 業国 と農業国 と の 貿易 は所謂資本主 義先進国 と発展途上 国 と の 貿易を意味 し て い る

が
，

こ の よ う な 貿易 を促進 させ て い く こ とが 資本主義先進国に は どの よ うな 意味 を も っ

て い る の か を究明 して い く問 題 とな る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　註
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　　編 MH ．ド ッ ブ協力 第 1 巻経済学および課 税の 原理 堀経夫著 156頁 。 雄 松

　　堂書店

（2 ）　 Richard　 l．　 Leighton； Economics　 of　Intemational　 Trade ．　 P．2　 McGraw −Hill　 Book

　　Company ，　New 　York ，　St．Louis，　San　Francisco，　DUsseldorf，　London，　Mexico ，　Panama ，

　　Sydney，　Toronto．　KoGAKUSHA 　COMPANY ，　 LTD ．　 Tokyo

　 2 ． リカア ドオ ・モデル の 苦心 と工 業国 と農業国 との貿易 に つ い て

　 「彼は 多 く の 原理が
一商品 を生産す るた め の 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， リカ ア ドオ は彼 の 国際貿易理 論を 労働費用 も し くは ，よ り正 確に ，労

働時間 に もあきあ き して しま っ た 。明 ら か に，労働価値費用の 漸進的な放棄で 国 際貿 易

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 は退けな

か っ た 。そ れ よ りも，彼の 後継者に よ っ て広 げ られ そ して 修正 され た の で あ る。
CS

」 リ

カ ア ドオは貿易の 利益 をば享楽品の 数量の 増加 と消費者が享楽する 効用 の 増加 にあ る と
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す る。こ れ は 有名な 貿易論を 展開す る リカア ドオの 主著 『経済学及び 課税の 原理』 の 第

7 章 『外国 貿易 に つ い て 』
“
On 　Foreign　Trade

”
の 次の 冒頭 の 文か ら明 らか で あ 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 べ き で あ ろ うが ，
しか しけ っ して ただ ち に

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 土地 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 t 仮 に，新市場の 発見 によ っ て ，

わ が国の 財貨 の
一

定量 とひ きか え に外国 財貨の 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 も輸入 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樽が等 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。cs）

」 そ して第22章の 末尾 で も述 べ る。 「私は ，外国貿易で あ れ 国内商業で あれ ，

す べ て の 取 引 は，生産物の 価値 を増加 させ る こ とに よ っ て で はな く，そ の 分量 を増加 さ

せ る こ と によ っ て ，有利な も の で あ る ， と い う こ とを証 明 しよ う と試み て きた 。 われ わ

れ が も っ とも有利 な国 内商業お よ び外 国貿易 を営 も うが ，それ と も 禁止法 に よ っ て 束縛

され る結果 と して ，も っ と も不利な 取引 で満足 する こ とを余儀 な くされ よ うが ，どち ら

か の 場合 に よ り大な る価値 を取 得す る と い う こ とは ない で あ ろ う。利潤率お よび生産 さ

れ る 価値 は 同
一

で あ ろ う。そ の 利益は ，つ ね に，セ エ 氏が国内商業に限 定 し て い る よ う

に 思わ れ る も の に帰着す る ，すな わ ち
， 両方 の 場合，生産 され た効用 とい う価値以外に

は，なん ら の 利得 もな い 。
C4）

」 外 国品の 価値は こ れ に対 して 与え られ る 自国 財貨の 価値

で 表 され る。ゆ え に，貿易で 問題 となる の は価値量 に非ず して，自国財貨の 一定量 を交

換す る こ と によ っ て 手 に入れ る外国財貨 の 数量 が大 き い か 小 さ い か と い う使用価値 の 問

題 で あ る。したが っ て ，リカ ア ドオ は あ らゆる商業の 目的は生産物 を増加す る こ とで あ

る と述 べ る 。 「「諸国民の 富」 に対 して 外国 貿易の 貢献 に つ い て の 質問が お こ っ た。それ

は外国 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 を与え た とい うこ とが は っ

き りとあ らわ れ た。 しか しな が ら，そ れはまだ議論 をは っ き りと説明 す る こ とが 必 要で

あ っ た 。す な わち 商品 が い か ほ ど輸入 され そ して 輸出 され るだろ うか を示す た め と外 国

貿易 か ら の 利 益 を 示 す た め に 。 展 開 さ れ た 理 論 は 比 較 的 優 越 の 法 則 と 呼 ば れ

る 。
 

」 リ カ ア ドオ は 数例で 比較 生産費説 に つ い て 論 じた。す なわち，イギ リ ス とポル

トガル の 両国 を例 に と っ て
，

ラ シ ア とブ ドウ酒 とを 生産す る こ とが で き る とし，か つ ，

イ ギ リ ス で は ，ラ シ ア を製造せ ん がた め に は 1 年 に 100人 の 労 働 を必要 と し，ま た ブ ド
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ウ酒 を醸造せ ん とす る に は 120 人 の 労働 を必要 とす る。ポル トガル におい て は ，ラ シ ア

に は 90人 の 労働 を，ま た ブ ドウ酒 に は 80人 の 労働 を必 要 と す る 場合 に お い て は，イ ギ リ

ス は ラ シ ア を製造 し，ポル トガル はブ ドウ酒 を醸造す る こ と で
， 相互 に そ の 生産物の 交

換をす る こ と にな る とす る の で あ る 。 「こ の よ うに して ，イギ リス は 80人 の 労働の 生 産

物 に た い して ， 100 人 の 労 働の 生産物 を与 え るで あ ろ う。 こ の よ う な交換は 同
一

国の 個

人間 で は起 こ りえな い で あろ う。100人の イ ギ リス 人 の 労働が ，80 人 の イ ギ リス 人 の そ

れ にたい して与 える こ とはあ りえない ， しか し100 人の イギ リス 人の 労働 の 生産 物は，8

0人 の ポル トガ ル 人，60人 の ロ シ ア人 ，また は 120 人 の 東イ ン ド人 の 労働 の 生産物 にた い

して 与 え られ る で あ ろ う。

（S）

」 こ の 命題 にお い て ，価値量 を問題 と して い て，国 際間に

お い て は不等価交換が行わ れ て い る と論ずる 者も ある 。

　 リカ ア ドオ の 真意は どこに ある の で あ ろ うか。 こ れ は ，与え られ た条件 の 下で は，二

財貨 と も同
一

国 で 生産 され る も の で は な い と い う こ と を意味 して い る。仮 に こ れ が
一

国

内に お け る両地方の 生産条件で あ る とす れば ，換言すれば，同 じ国の A 地方が B 地方 と

比較 した場合 に ラ シア の 生産，ブ ドウ酒 の 醸造 にお い て 絶対的優越 を も っ て い る とす る

な らば ，ラ シ ア もブ ドウ酒 もA 地方で 生産醸造 され る こ とにな る。ゆ え に，A 地方の ブ

ドウ酒 と B 地 方の ラ シ ア の 交換は実現 され な い こ とにな っ て しまう。しか し乍 ら，国 際

間 にお い て は事の あ りさ まは こ れ と異 っ て い る。両国は それ ぞれ の 比較的優越 を も っ た

財 貨に 生産 を特価 して ，相互 に そ の 生産 物を交換す る。何故な らば
， 国内で は 資本お よ

び 労働 の 移動は 自由で ある が，国 際間 にお い て は労働 の 移動は 大きい 障害が 待ち うけて

い る の で ある 。 ゆえに ， 「…国 に おけ る諸商品 の 相対 価値 を左 右す る の と 同じ規則が，

二 つ あ る いは それ 以上 の 国々 の あい だで 交換 される 諸商品 の 相対価値を左 右する わ けで

は な い 。
ω

」 リカ ア ドオ は 貿易理論の 中心 課題 を， 自国の 一定 の 労働時間 の 生 産物 に対

して 与 え られ る外国 財貨の 数量 の 観点 にお い て い る 。 し たが っ て ，そ こ にお い て は商品

を
一

国 の価値体系か ら他 国 の 価値体系 に移行 して 追 求す る の を思 い とどま っ て い る の で

ある。 リカ ア ドオ によ っ て等 閑視 され た問題 に つ い て 後世の 学者が取 りあ げる こ とにな

る 。 そ れ は国際間 に は 生産 力段階 に差が存在す る こ とか ら不等価交換が 行われ る。 した

が っ て ，国際間にお け る 生産 力段階の 差 が生産物交換を通 じ て ，先進資本主義 国が 発展

途上 国 を搾取す る こ と を可能 にす る と い う理論 に展 開 され て い く こ と に な る 。

　 こ の 先進資本主義国対 発 展途上 国の 問題 に つ い て は，工 業国対農業国の 問題 を等閑 に

で きない こ と に な る。 リカ ア ドオは 貿易の 問題 に つ い て 専 ら これ を 生産物の 数量 の 問題

お よび 使用 価値の 問題 と して 展開 して い る の で あ っ て ，国 際価値論 上 の 問題と して 展開

す る の を見合わ せ て い る の で あ る。 「も しも リカ ア ドオが 彼の 生産論が 経済 学お よ び課

税の 原 理 の どの 点で求 め られ る べ きで あるか をたずね られ た な らば ，彼は 完全 に 公平な

取扱い で 答え ただろ う。そ して そ の タイ トル の
一

般原則 に もかか わ らず，彼の 著
：

作は 富

の 生産 を論 じるた め に役 に 立 た なか っ た 。それ は単 に 「経済学 に お ける 主要な 問題 」 の

解決を試み る た め の 企て で あ っ た 。 そ して そ れ は地代，利潤お よび賃金の 間の 一
国 の 生
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産物の 分配 を規制する諸法則 を決 定す る べ きで ある と リカア ドオは 考えた 。 彼は た しか

に収穫逓減法則 に つ い て， 19世紀 の 経済学に つ け加 えね ばな らなか っ た 。 しか し リカア

ドオ と マ ル サ ス とウ エ ス トは つ ね に生産の 結果で よ りも分配法則 の結果 によ り関心を も っ

て い た よ う に思 わ れ る♂門 そ して リカア ドオ は 「お お よ そ
一

国 が 貿易 に よ っ て利 益す

る の に 二 つ の 方法が ある
（9 ）

」 と述 べ る 。そ れ は
一般利潤率の 増加 と商品の 豊富で あ る。

一般利潤率 の 増加 は海外か ら低廉 な食料 を獲得す る結果 として の み 起る とリカ ア ドオは

述 べ る 。 リカア ドオは，資本の 利潤 と労働の 賃金 とは相補性 をも っ て い るが故 に，賃金

を決定 する の は食料の 価格で ある 。 したが っ て ，利潤は食料 の 価格 に依存す る と判 断す

る の で あ る。工 業国対農業国の 貿易に 関する 明白な 考え は こ こ に読み取れ るで あ ろ う。

リカ ア ドオ は資本主 義社会 を唯
一絶対 の 社会で あ る とす る。そ れ は 資本主 義社会が資本

に依存 して い る社会で あ り，資本は利潤率 を 目当 と して 投下 され る。利潤率が 大な る と

き には 資本蓄積の 速度 も大 とな る 。ゆ え に，資本主義は 進歩 し発展 して い く状態 になる

と リカア ドオ は観る の で ある。工 業国はそ の 製品を 輸出する こ とに よっ て農業国か ら食

料や 原料品 を輸入 する 場合， ともか く，工 業国の 利潤率は
一般 的に 上 昇する 。 したが っ

て，工 業国 で は資本の 所有者 に と っ て 利益 となる 。食料 の 獲得が容 易で あ る と い う こ と

は資本 の 所有者 に対 して 二 重の 利益を 与える とい うこ とにな る 。 す なわ ち 「同時 に利潤

を高め か つ 消費財 の 量 を増加す る 。

（’°）

」 しか し乍 ら， こ の 貿易は資本 の 所有者 に の み 利

益を与える の で は な く，労働者 に対 して もよ い 影響 を与え る。リカ ア ドオ にお い て は，

かよ うな場合 に 二 通 り の 理 由に よ っ て 労働者の 実質賃金 の 引 上げが な され る こ とで境遇

の好 転が 見 られ る。

　賃 金は労働の 代償で あ る と と もに労働の 価格で あ っ て ，売 買 さ れ ，か つ 数量に お い て

増減 する総て の 他の 事物 と同様に，そ の 自然価格 と市場価格 を有する もの で ある 。 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 の に必要

な価格で ある。労働の 市場価格は需要供給の 関係 か ら労働に対 して 実際に支払わ れ る価

格で あ る。労 働 の 自然価格は ど の よ う に し て 定 ま る の で あ ろ うか 。 「第
一

の 場 合に お い

て，つ ね に食料 ， 衣類や 他の 必需品 い かん で 決ま る労働 の 自然価格は騰貴す る で あ ろ う。

第二 の 場合に お い て ，労働 の 自然価格 は変化 しな い ま まで あ るか 下落す る で あろ う 。 し

か し両方 の 場合 にお いて市場賃金 率は騰貴す るで あ ろ う。何故な らば資本の 増加 に比例

して そ れ は労働 に対す る需 要が 増加す る で あろ うし，なせ る べ き仕事 に比例 して ，そ れ

を なす べ き人 々 に対す る需 要が あるだろ うか ら。

〔11）
」 そ して ，「しかも両方の 場合にお い

て 労働 の 市場価格 はそ の 自然価格以 上 に 騰貴す る だろ う。そ し て 両方の 場合に それ は そ

の 自然 価 格 に適合す る傾向を も つ だ ろ う 。 しか し最初 の 場合 に こ の
一

致 は 最 も速 く達成

される で あろ う 。 労働者 の 状態 は改善され る だろ うが ，おお い に 改善され る こ とはな い

だ ろ う。なぜな らば 増加 した 食物 と必需品の 価格 は労働者 の 増加 した賃金 の 大部分 を吸

収 する だろ う。したが っ て ，労働の わずか な 供給 また は 人 口 の 僅か の 増加 は ま もな く増

加 し た労 働 の 自然価格をそ の 時 の 増加 した 自然価格 に まで ひ き下 げる だ ろ うか らで あ
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る 。

Oz｝

」 また， 「第二 の 場合 には ，労働者の 境遇はい ちじる しく改善 され るで あ ろ う。彼

は，彼 とそ の 家族が消費す る諸商品 にた い して ，す こ しも増加価格を支払 う必 要はな い ，

そ し て 多分減少価格 を す ら支払い な が ら，増加 した 貨幣賃金 を受け とる で あろ う。そ し

て 労働 の 市場価格がその 時の 低い ひ き下げ られ た そ の 自然価格 に まで ふた た び下 が る の

は ，人 口 に大 きな追 加 が な さ れ た後 の こ とで あろ う。
｛13）

」 そ こ で労働者 は 自分 自身 とそ

の 家族 の 維持の た め に
一定数量 の 食物 と生活 の 必需品，便宜品 を購入 し消費 しな ければ

な らない 。労働賃金が 費消 され る諸財貨の うち最大部分 を占める の は食物で あ り，食物

以外 の 必要物はほ とん ど無際限 に こ れ を増加 す る こ とが で き るが 故に，労働 の 自然価格

が騰落す る の は 専 ら食物 に よ っ て 左右 され る 。 言 い 換 えれば，食物価格が騰貴 また は下

落す る に つ れ て 労働 の賃金 は騰貴 し，食物価格が下落す るに つ れ て 労働 の 賃金は下落す

る。実質賃金 は こ れ とは異 っ た変動 を示 す。

　労 働 者はそ の 労働の 代償 とし て 貨幣 を受取 るが ，そ の 貨幣 で も っ て 食物 を購 入す る こ

とだ けに 充 て る の で は な い 、そ の 貨幣 の あ る部分 をば労働 者自身 とそ の 家族の 生活 に入

用 な他の 財貨を購買す るため に使用す る。食物の価格が騰貴する場合，労働者 とそ の 家

族が 費消する数量 の 食物が価格騰貴する 程度だけ，労 働者が受取る貨幣賃金は 上昇す る。

しか し， こ の よ うな場合 に労働者はそ の 生活 を支え る の に 購入 し，消費す る他 の 財貨 と

い え ど も，土 地の 原生産物がそ の 財貨の 構成 に入 り こ む も の はそ の 程度 に応 じて 等 し い

価格 が上 昇 して い く。ゆえ に，同額 の 貨幣で は 以前 と同 じ数量の 財貨を手 に入れ る こ と

は で きな くなる。食物 の 価格 が 騰貴すれ ば ，労 働者 の 貨幣賃金 は上 昇する に もか かわ ら

ず，労働者の 絶対 的な 境遇 は悪化す る こ と に なる。反 対 の 場合，すな わ ち，食物の 価格

が下 落すれば労働者の 貨幣賃金 は低下す る も，労働者の 境遇 は よ い 方 にか わ っ て い く。

　 こ の よ うに して 外国か ら低廉な 食物 の 輸入をす る こ とに よ っ て ，労働者が 手に 入れ る

貨幣は 絶対額で は 減少す る も，そ の 貨幣は 労働者 に 多量の 生産必需 品お よ び便 宜品の 購

入 を 可能にす る。そ し て
，

よ り多数 の 労働者 を同量の 資本で 雇 用す る こ とがで きる とと

も に ，
一

般利潤率 が騰貴す る こ とが
一
層 大 な る資本 を蓄積する こ とにな り，い ずれ に し

て も労働 に対す る需要 を増大さ せ る こ とにな る。こ の よ う に し て ，直接的に間接的に，

労働者 の 実質賃金 を引 上 げる結果 になる 。い う まで もな く，低廉な食物 の 輸入 をす る こ

とは
一

般消費者の 利益 に結び つ く こ とになる 。

　分配 の 問題は リカア ドオ経済学の 中心課題で あ っ た 。す な わ ち， 「土地 の 生産物
一

す

なわち．労 働 機械，お よ び 資本 の 結合充用 に よ っ て 地表 か ら得 られ る す べ て の 物 は，
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ス トッ ク　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 キ ャ ピ タ ル

社会の 三 階級，す なわ ち，土地の 所有者，そ の 耕作 に必要 な資本 つ ま り資本の 所有者，

お よ び 勤労 によ っ て土 地 が耕作 され る労 働者の あ い だ に，分割 され る 。
（L「t）

」 地代は 食物

の 供給が 困難に なる結果 ，騰 貴す る 。したが っ て ，社会 の 発展 に よ っ て 富が 増進す る こ

と と人 口 の 増加 が もた らす必 然的な 結果 と して 他の 事情 に 変化 が な い 限 りは，地 代 の 騰

貴 とな らざ る を えな い とす る 。

　労働 の 賃金 に つ い て 考察す る こ とに した 。 リカ ア ドオ に と っ て は ，労働 の 自然 価格 と

一一133 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Toyama College

NII-Electronic Library Service

Toyama 　College

市場価格を 区別す る。前者は 社会 の 進歩 に つ い て 常 に騰 貴傾向にあ る とす る。何故な ら

ば，労働の 自然価格 を左右す る中心 となる 財貨で ある 食物 を生産す る こ とを困難に 導き，

次第 にそ の 価格 を騰 貴せ しめ る 傾向を も っ て い るか らで あ る とす る。市場価格は 労働 の

市場価格が い か にその 自然価格か ら外れ よ う と も，他 の 諸財貨と同 じく，最終的に は
一

致し よ う と する 傾向を もつ と リカ ア ドオは 述 べ る。 した が っ て ，労働の 市場価格が 自然

価格か ら乖離す る こ とは，資本蓄積が 速 い か 遅 い か に よ る 。こ の 蓄積の 速度は 何 によ っ

て 決定 され る の かと言えば，そ れ は労働の 生産力で ある 。 例えば ， 新 しき植民地を み る

に，そ こ で は 資本蓄積は き わ めて 迅速 で あ り，人 口増加 をはる かに凌駕 して い るか ら，

労働 の 市場価格 は労働の 自然価格 に比較 して よ り騰 貴す る 。 しか し乍 ら， こ の 傾向は永

く続 く こ とは で き ない 。 「人 口 が増加 し て い る とき，それ ら の 生活 必 需品 は 絶え まな く

価格の 騰貴 とな る だろ う。何故な ら ば よ り多 くの 労働は必 需品 を生産す る こ とが 必要で

あろ う。そ の 上 ，も しも労働の 貨幣賃金が下落す るな らば，労働賃金 が 支出 さ れ た あ ら

ゆ る商品が 騰貴する の に 対 し て ，労働者は 二 重に影響を受 け る で あろ う 。 そ し て ま もな

く こ と ご とく生存 をはば まれ る だろ う。そ の代 りに，そ の 結果 として 労働の 貨 幣賃金 が

下落す るか ら，生活必需品は 騰貴す るだ ろ う。 しか し生活必需品は こ れ か ら の 諸商 品の

価格 の 騰貴す る 前 に労働者が な した多 く の 楽 し み と生活必需 品と 同じよ うに購買す る べ

く十 分に 労働者 に 力を与 える べ く騰 貴しな い で あろ う。

 

」 そ し て 「地代 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。

しか しな が ら，それ は しば しば資本の 利子や利潤 と混同され て い る。そ して通俗語 で は，

こ の 用語 は，農業者 に よ っ て 彼 の 地主に年 々 支払われ る も の は，なん に で も適用 されて

い る 。 も しも，同 じ面積の ，そ して 同じ 自然的肥沃度の ，二 つ の 隣接農場の うち，
一
方

は，農耕用建物の す べ て の 利便 を もち．な おそ の うえ に，適当 に 排水 さ れ 施肥 され ，ま

た生 垣 ，柵お よび塀で都合よ く区分 され て い る の に，他方 は こ れ ら の 便益を
一

つ もも っ

て い な い とす れば，
一方 の 使用 にた い して は，当然 に ，他方 の 使用にた い す るよ りも，

多 く の 報酬 が 支払わ れ る だろ う。しか も両 方 の 場合 とも，こ の 報酬は地 代 とよばれ る で

あ ろ う。 しか し，改 良さ れ た農地 に た い し て 年々 支払わ れ る べ き貨幣 の
一部分の み が，

土壌の 本源的で不滅 な力 にた い して 与え られ る も の で あ り，他 の 部分 は ，地質 を改善す

る ため と，生 産物 を確保 しか つ 保存す る の に必要な 建物を建設す るため に使用 され た資

本 の 使用 にた い して 支払われ る も の で あ ろ う， と い う こ とは 明 白で あ る。CI6）
」 そ れ は 入

口増加 によ っ て 耕作 をす る の に品質 の 劣れ る農地 へ と拡張 して ゆか ざる を得な くな り，

そ の こ とが資本増加の 速度 を鈍 らす結果 になる か らで あ る。土 地 は 量 的に有限，質的 に

差等が あ るた め に，土地 へ の 投下資 本を増 加す る 毎 に 生 産率の 減退 を来す が，人 口 の 増

殖力 は変化 しない 故 に，旧国で 労働の 市場価格 と 自然価格は
一致す る だ ろ う。従 っ て，

開拓後永 い 年月 を経て い る 国で は，他の 事情 に変化 が ない 限 りにお い て ，労働の 賃金 は

増加傾 向に あ る。

　 利 潤 に つ い て は 労働 価値説 の 立場 に た っ て い る。財貨の 価値は そ の 財貨の 生産 に必要
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な労働量に よ っ て 定 まる こ とか ら，そ の 価値は第 1 に労働 の 賃金 とな り，第 2 は資本 の

利潤 にな る。か よ うな 理 論は必然的に ，賃金 の 騰貴は利潤 の 下落 とな り，賃金の 下落は

利潤 の 騰貴 となる。社会は発展す るに つ れ て ，食物 の 追加 量 は ます ます 多量 の 労働 を犠

牲 に しな い で 取得 さ れ 得な い の で ある 。ゆ え に ，賃 金は次第 に騰貴す る以上 ，利 潤 は 自

然的 に下落傾向に ある とす る 。

　 したが っ て，農業技術の 改良，新市場が発見 され な い 限 りは社会 の 発展 によ っ て 富が

増進 し，人 口 が増加す るに つ れ て ，事物 自然の 成行 と して 地代 と賃金は騰 貴 して い く。

しか し，利 潤は低落の
一途を辿 る こ とに な る。こ の 場合，騰貴す る の は 名 目賃金で あ っ

て ，実質賃金は低下 して い く。社会 の 発展 が
一定 限度に達す る と資本蓄積は終 り を 告げ ，

追加労働の 需要 は全 くな く，労働の 実質賃金 に つ い ては 労働者 の 最低限度 ま で 押 し下げ

られて しま うだ けで な く， 人口 は 飽和点 に達する こ とによ っ て社会 は停滞状 態 に陥 っ て

しま う の で あ る。

　 リカア ドオ は資本主 義社会を唯
一

に して 絶対の 社会で ある とす る。そ して， リカ ア ド

オは 資本主 義社会が 永続 して い く こ と を確信 し希望 し て い る。 しか し，資本主 義社会 は

リカ ア ドオ に と っ て 無限に進歩 して い くもの とは い えなか っ た 。も し も資本主 義社会を

自然 の 成行 に任せ て お けば進歩状態は静止状態 へ と向か い ，生成発展の 状態か ら沈滞の

状態 に辿 りつ い て しま う こ と にな る。資本主 義社会が 沈滞 し萎縮 しそ して 老衰する。資

本主義社会が 沈滞 し萎縮 して い く の を防止 して，進歩お よ び繁栄 を持続 させ 促進さ せ る

と と もに 生気あ る も の とす る に は どうすれば よ い の で あ ろ うか 。 リカ ア ドオ は そ の 解答

と して農業国 と の 貿易で あ る と言 う。農業国 と の 貿易 に よ っ て 工 業国はそ の 製品 と引換

え に ，低廉な 食物 お よび原料品を入手で きる 。 低廉な食物 および原料品 を獲得す る こ と

は 資本利潤 が 高騰 して い く こ とに な る。資本利潤が高騰 し て い けば 貨幣賃金の 下 落 とな

る 。 リカア ドオは こ こ で 実質賃金 の 上 昇 を招 き，労働者の 利益 と一致す る と述 べ る。 こ

れ は消 費者 の利益 に もな る の で ある 。地代は 名目的 に も実質的 に も下落す る 。ゆ え に ，

こ の 貿易は 工 業国 に と っ て は ，地主以外 の す べ て の 階級 に と っ て 有利 となる。

　工 業国は農業国 と の 貿易が 阻まれた場 合どうな る の だろ うか 。 その と き地代は貨幣地

代 も穀物地代 も とも に上 昇 し て ，労働の 賃金は 名 目賃金 にお い て は 上昇す る が実質賃金

に お い て は低落 して い く。資本の 利潤は 名目賃金 も実質賃金 も とも に下落 して い き，富

の 蓄積は停止す る こ とか ら沈滞と惰性の 社会 にな っ て しまう。利得す る の は地 主 の み で

あ る。 リカ ア ドオ をして 地 主を反 社会的存在た らしめ る の は 以 上 の 理 由 に よる の で あ る 。

　資本主義社会が 進歩発展 の 過程 に あ る あか し と して，資本が急速 に増加 して い る。 し

た が っ て，資本蓄積の 速度な る もの は利潤 率で 定ま る も の で ある 。 こ の 資本主 義社会が

発展せ ん がた め に は利潤 が大で な く て は い けない 。利潤が大 で あ る こ とをも っ て ，資本

の 所有者 の み の 利 益と考 える の で は な く，地主 以外 の 社会 の す べ て の 者 の 利益 を 増進す

る こ と に な る。 リカ ア ドオ が も つ 基本 的で 根本的 な 思 想 と言え る 。 「さ れ ば，地 主 の 利

害 は社会 の 総て の 他の 階級 の 利 害と つ ね に 相反す る こ と にな る 。 彼の 地位は食糧が稀少，
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高価 で ある時 こ そ 最 も隆盛で ある が，之 に反 して ，総て の 他 の 人 々 は 食糧 を低廉に獲得

する こ と に 大な る利益 を有し て い る。高き地代 と低 き利潤 とは相互 に不分離な も の で あ

る
…（IT）

」 す べ て の 貯蓄 は利潤か ら行われ るゆえ，
一

国 と して貯蓄が急激 な進歩状態 にお

か れて い る ときに は最 も幸福 とい える の で ．利潤 と利子 は どれ だ け高 く とも高すぎる こ

とはない 。資本の 所有者 と労働者，一般の 消費者 との 間の 利害 の 一致 と融合 を論証 して

い る 。リカア ドオは 経済理論の 立 場か らし て
，

工 業国対農業 国の 貿易は 工 業国 に と っ て

利益で ある と ともに 工 業国の 側か らどんな に重視 され る べ きか は ， 海外 か ら低廉な 食物

を獲得す る こ とが利潤率 の 上 昇を招 き，資本 増加 の 最 も有力な方法で ある こ と を考察す

れば 理解 され る ゆ え んで あ る。

　次にでて くる問題 は，商品 の 数 量，商品 の 豊富 と い う観点 か らすれば，こ の 貿易は い

か 様に考察 され る べ き で あろ うか。 リカア ドオは貿易 の 問題 に つ い て 価値 と い う観点か

ら究明 しな く，専ら商品 の 数量問題 と し て 扱 う の で ある 。比較生産費説で 展 開され て い

る比 較的優位を も っ た産業 に特化せ ん とす る の は，す なわち絶対的 にみ て 安価な商品生

産へ の特化 で ある。す なわ ち，貿易は商品 の 低廉 数量の 増加 を斉す 。 商品の 数量が増

加す る こ とと商 品が豊富で ある と い うこ とが，何 れ の 国が その 増加 した 商品を よ り多く

獲得す る か と い う こ と と は 別問題で あ る 。な る ほ ど，商品の 増加 は富 の 増加 で ある 。し

か し， 富の 増加 が貿易当事 国に対 して平等 に分け与え られ る 意味には な らな い 。 リカア

ドオ の 見 る価値 は潤沢 によ る も の で は な く，生産の 難 易に よ っ て 定め られる 。 富は 生活

の 必需品，便宜 品 と娯楽品の 数量 に依存 して い る 。そ れゆえ に，人問の 貧富 はその 支配

し うる必需品 と奢侈品が どれ だけ潤沢 で あるか によ っ て 定 まる。現実 にお い て 貿易は価

格 によ る 売買で あ り，国 境を越 えて ある 商品が輸出さ れる の は 自国にお ける よ り多量 の

貨幣に対 して 売 り払 う こ とが可 能だか ら で ある 。そ し て あ る 商品が他国か ら輸入 され る

と い う こ とは 自国 に お け る生産 に比較 して 少量の 貨幣で 購入する こ とが 可 能だか らで あ

る。 リカ ア ドオは 比較 生産費説を論ずる の に数例 を用い て い る。イギ リス とポル トガル

の 両国 を あげ て，そ れぞれが ラ シ ャ とブ ドウ酒 を 生産醸造す る ことがで きる と して 展開

して い る。 「イギ リ ス は
， 服地 を生 産す る の に，

一
年間 100 人 の 労働を要 し．また も しも

ブ ドウ酒 を醸造 し よ う と試み る な ら同
一

時間に 120 人 の 労働 を要す る か もしれ な い 。そ

うい っ た事情 の も とにあ る と しよ う。そ れ ゆえ に，イ ギ リス はブ ドウ酒 を輸入 し，そ れ

を服地の 輸出に よ っ て購 買す る の が そ の 利益で ある こ とを知 るで あ ろ う。

　ポル トガル で ブ ドウ酒を醸造する には，
一

年間80人 の 労働 を要す る に すぎず，また同

国で 服地 を生産す る に は，同
一

時間 に90人 の 労働 を要す るか も しれ ない 。そ れ ゆえに，

そ の 国に と っ て は服地 と ひ き か え に ブ ドウ酒 を輸出す る の が有利で あ ろ う 。 こ の 交換は，

ポル トガル によ っ て 輸入 され る 商品 が ，そ こ で は イギ リス にお け る よ りも少ない 労働 を

用 い て 生産 され うる に もか かわ らず，な お お こ な わ れ うる で あ ろ う 。 ポ ル トガル は服 地

を 90人 の 労働 を用 い て 製造す る こ とが で き る に もか か わ らずそ れ を生 産する の に 100 人

の 労働 を要す る国か らそ れ を輸入す る で あろ う，なぜ な らば，そ の 国 に と っ て は．そ の
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資本 の
一部分をブ ドウ の 樹 の 栽培か ら服地 の 製造 へ 転換する こ と に よ っ て 生産 し うるよ

り も ，イギ リス か らひ きか え に よ り多 量 の 服地を 取得す る で あろ うブ ドウ酒 の 生産 に そ

の 資本 を使用 す るほ うが ，む しろ有利 だか らで あ る。
 

」 国際的な 取引は価格 に も とつ

い て 行われ る 。 ゆえ に，貿易 をする こ とか ら財貨 の 豊富 と低廉 を もた らす も の で あ る。

しか し乍 ら，国際分業 か ら生 産物 の 数量が増加す るが ，そ の 増加物は両 当事国 に対 して

平 等 に分 け与え られ る も の で は な い。例えば， A 国が増加物 をよ り多 く取得する とすれ

ば， A 国は B 国 に比較 して貿易に よ る差額に該当する だけの 利益 を余分に 先取する結果，

差別 が こ こ に 生 じ て 両国 に お け る貧富 の 懸隔は貿易が継続 されて い る限 りは 年々 大 き く

な っ て ゆ く 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　註

（D 　Seymour　E．　Harris；Intemational　and 　Interregional　Economics ．　p．20　McGRAW −HILL

　　 BOOK 　 COMPANY ，　 INC ．　 New 　 York　 Toronto　 London 　 KOGAKUSHA 　 COMPANY
，

　　 LTD ．　 Tokyo

（2 ）　 Richard　 I．　 Leighton； Economics　 of　 Intemational　 Trade，　 P．2　 McGraw −Hill　 Book

　　 Company ．　 New 　York．　 St．Louis．　 San　Francisco．　 Dusseldl）r£ London ．　 Mexico ．　 Panama ．

　　 Sydney ．　Toront 　Koga   sha 　Ltd．　Tokyo

（3 ）　David 　Ricardo ； The 　Principles　of 　Political　Economy 　and 　Taxation，　P．77　Everymanls

　　 Library　 Dent： London 　 Dutton： New 　 York ディ ヴィ ド ・リカー ドウ全集 　P ．ス ラ ッ

　　 フ ァ 編　M ．H ．ドッ ブ 協力　第 1巻経済学 およ び課 税 の 原理 　堀経夫訳　 150頁。

　　雄 松堂書店

（4 ）　David 　Ricardo ； 1bid．，　p．214　Everyman 「

s　Libraly　Dent ，　 London 　Dutton： New 　York

　　デ ィ ヴ ィ ド ・リカ
ー

ドウ全 集 　P ．ス ラ ッ フ ァ 編 　M ．H ．ド ッ ブ協力 　第 1 巻 『同

　　書』 367頁 。 雄松堂 書店

（5 ）　 Richard　I，　Leighton； lbid．，　p．2　McGraw −Hill　Book　Cgmpany ，　New 　York ．　St．　Louis．

　　San　 Francisco，　 Dusseldorf．　 London．　 Mexico ．　 Panama ，　 Sydney．　 Toront　 Kogakusya

　　 Company ，　 Ltd．

（6 ）　David 　R．icardo； lbid．，　 pp．82〜83　 Everyman’s　 Library　 Dent： London　 Dutton： New

　　York デ ィ ヴ ィ ド ・リカ
ー

ドウ 全集 　P ．ス ラ ッ フ ァ 編 　M ，　H ．ド ッ ブ 協力　第 1

　　巻 『同書』 堀経夫訳　 158頁。雄松堂 書店

（7）　David　Ricardo； lbid．，　p．81　Everyman
「
s　Library　Dent： London 　Dutton ： New 　York

　　デ ィ ヴ ィ ド ・リカ ー ドウ 全集 　P ．ス ラ ッ フ ァ 編 　M ．H ．ド ッ ブ協力 　第 1 巻 『同

　　書』 156 頁。雄松堂 書店

（8 ）　Edwin　Cannan； AHistory 　of 　the　Theories　of 　Production　and 　Distribution　from　1776

　　to　 1848 ，　p．31　 Augusturns　M ．Kelley．　Publishers　New 　York．1967

（9 ）　 Ricard； An　Essay　on 　the　Influence　of 　a　Low 　Price　of 　Com 　on 　the 　Profits　of 　Stock．

一一 137 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Toyama College

NII-Electronic Library Service

Toyama 　College

　 Shewing　 the 　 Inexpediency 　 of 　 Restrictions　 on 　 Importation： with 　 Remarks　 on 　 Mr ．

　 Malthus「s　 two　 last　 Publications．大川
一

司訳 『リ カア ドオ農業保護 政策批判』 27頁 。

　 岩波文庫

（10）　Ricardo； lbid．，大川
一

司訳 『同書』 28頁。岩波文庫

（11）　 Edited　by　Hisao 　Otsuka．　Yuzo 　Deguchi．　Yoshihiko　Uchida；Chapters　from　the　Great

　 Economists− from　A ．Smith　to　JS ．Mill− p．108　GakUseisha

（12）　Edited　by　Hisao　Otsuka．　 Yuzo 　Deguchi．　 Yoshihiko　Uchida； 1bid，，　 p．108
〜109

　 GakUseisha

（13）　 David 　Rjcardo ； lbid．，　p．54　Everyman
’
s　Library　Dent： London　Dutton： New 　York

　 デ ィ ヴ ィ ド ・リカ ー ドウ全集 　P ．ス ラ ッ フ ァ 編 　M ．H ．ド ッ ブ協力 　第 1 巻 『同

　 書』 堀経夫訳　112頁。雄松堂 書店

（14） David　Ricardo； lbid．，　P．1　Everyman
’
s　Libra・y　Dent： London　Dutton： New 　York ディ

　　ヴィ ド ・リカ
ー

ドウ 全集 　P ．ス ラ ッ フ ァ 編 M ．H ．ド ッ ブ協力 第 1 巻 『同書』

　 堀経夫訳　 5 頁。雄松堂書店

（15） Edited　by　Hisao　Otsuka ．　Yuzo 　 Deguchi．　Yoshihiko　Uchida； lbid．，　p．113　GakUseisha

（16）　 Darid　Ricardo；lb孟d．，　p．33　Everyman
「
s　Library　Dent ： London 　Dutton ：New 　York ア ィ

　　ヴィ ド ・リカー ドウ全集　 P ．ス ラ ッ フ ァ 編　M ．H ．ドッ ブ協力　第 1 巻 『同書』

　　堀経夫訳　79〜80頁。雄松堂 書店

（17） Ricardo ；1bid，，大川
一

司訳 『リカア ドオ農業保護政策批判』 23頁。岩波文庫

（18）　 David　Ricardo； 1bid．，　 p．82　 Ev α yman
，

s　Library．　Dent： London　 Dutton： New 　York

　　デ ィ ヴィ ド ・リカ ー ドウ全集 　P ．ス ラ ッ フ ァ 編 　M ．H ．ドッ ブ協力 　第 1 巻 『同

　　書』 堀経夫訳　157〜158頁。雄松堂書店

一 138 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


