
 

 

マ ル サ ス と ケ ン ブ リ ッ ジ 帰 納 論 者 ： ヒ ュ ー ウ ェ ル 宛 マ ル サ ス 書 簡 を

通 し て  

山 崎  好 裕 （ 福 岡 大 学 ）  

は じ め に  

 マ ル サ ス は 1 8 2 9 年 、 1 9 3 1 年 （ 2 通 ）、 1 9 3 3 年 に 渡 っ て ヒ ュ ー ウ ェ

ル に 4 通 の 書 簡 を 送 っ て い る 。 こ の 書 簡 の 内 容 は 、 ケ ン ブ リ ッ ジ 帰 納

論 者 と 呼 ば れ る ヒ ュ ー ウ ェ ル と ジ ョ ー ン ズ の 方 法 論 と の 違 い を 通 じ て 、

マ ル サ ス の こ の 時 期 の 方 法 論 に つ い て 詳 細 な 情 報 を 与 え て く れ る も の

で あ る 。  

 そ も そ も 、 マ ル サ ス の 立 場 は 演 繹 主 義 と 帰 納 主 義 の ど ち ら か に 偏 る

も の で は な か っ た 。 本 稿 を 通 じ て 明 ら か に す る よ う に こ の 立 場 は 、 ヒ

ュ ー ウ ェ ル や ジ ョ ー ン ズ ら ケ ン ブ リ ッ ジ 帰 納 論 者 と の 書 簡 の や り 取 り

を 経 た 後 も 一 貫 し た も の で あ っ た こ と が 、 本 稿 を 通 じ て 明 ら か に な る

で あ ろ う 。  

 

1．『 経 済 学 原 理 』 に お け る 方 法 論  

 マ ル サ ス は 『 経 済 学 原 理 』 初 版 に お い て 、 序 論 を 通 じ て 経 済 学 の 方

法 論 を 述 べ て い る 。 ま ず 、 マ ル サ ス は 経 済 学 に は 一 般 化 の 傾 向 が 強 く

存 在 す る こ と を 指 摘 す る 。  

「 経 済 学 に お い て は 単 純 化 し よ う と す る 願 望 が あ っ て 、 そ の た め 、 特

定 の 結 果 を 生 み 出 す 場 合 に 一 つ 以 上 の 原 因 が 作 用 す る の を 認 め た が ら

な い よ う に さ せ て い る 。」（ マ ル サ ス ［ 1 8 2 0］ 2 4 ペ ー ジ 。）  

 こ こ に 見 ら れ る の は マ ル サ ス の 基 本 的 な 考 え で あ る 、 物 事 に は 複 数

の 原 因 が あ る と い う 認 識 で あ る 。 た と え 、 有 力 な 原 因 が 一 つ 見 つ か っ

た と し て も 、 そ れ に す べ て の 説 明 を 任 せ る わ け に は い か な い 。 通 常 、

多 く の 原 因 が 作 用 し て い る か ら で あ る 。  

「 少 数 の 有 名 な 人 び と は 、 経 済 学 の 一 般 的 通 則 に き わ め て 強 い 愛 着 を

も ち 、 そ の た め 、 実 際 に は そ れ に は あ る 例 外 が と き ど き お こ る と い う

こ と を 知 っ て い る の に 、 公 衆 の 注 意 を 余 り に も 多 く ま た 余 り に も し ば

し ば 例 外 の ほ う へ 向 け 、 つ い に は 一 般 的 通 則 の 威 力 と 有 効 性 と を そ こ

な う に い た る こ と を お そ れ て 、 こ の 例 外 に 留 意 す る こ と を 賢 明 で 得 策

で あ る と 考 え る こ と を し な い の で あ る 。」（ 同 上 、 3 3 ペ ー ジ 。）  

 そ れ は リ カ ー ド ウ な ど 「 少 数 の 有 名 な 人 び と 」 が 経 済 学 の 「 一 般 的

通 則 」に 強 い 愛 着 を 持 っ て い る こ と に 影 響 さ れ 、「 例 外 」的 な 現 象 に つ

い て 見 る こ と を 忘 れ て い る 。 実 際 に は 、 こ の 例 外 の 方 に 真 実 が 含 ま れ

て い る か も し れ な い の で あ る 。  

 だ が 、 全 く 「 一 般 的 通 則 」 を 考 え ず に 現 象 の み を 追 っ て い く こ と も

ま た 逆 の 過 ち に 繋 が る こ と に な る 。 た ん に 併 存 す る 現 象 が 誤 っ て 原 因

と 結 果 の 関 係 と し て 捉 え ら れ て し ま う こ と も 起 こ り 得 る 。 こ の 場 合 に

は 、「 一 般 的 通 則 」 か ら の 援 用 が 行 わ れ て い な い か ら で あ る 。  



 

 

「 こ う し た 研 究 方 法 に お い て は 、 単 純 化 の 傾 向 か ら 生 ま れ る 誤 り と は

反 対 の 種 類 の 誤 り に お ち い る 可 能 性 が あ る こ と を 、 わ た し は 十 分 に 知

っ て い る 。 た ん に 共 存 す る だ け で か つ 偶 然 的 に す ぎ な い 外 見

（ a p p e a r a n c e）が 原 因 と 誤 り み ら れ る こ と も あ ろ う 。そ し て こ の 誤 り

に も と づ い て 構 成 さ れ た 理 論 は 、 複 雑 で も あ り ま た 不 正 確 で も あ る と

い う 二 重 の 不 利 益 を あ わ せ も つ で あ ろ う 。」（ 同 上 、 4 1 ペ ー ジ 。）  

 マ ル サ ス は こ こ で 帰 納 法 の 話 を し て い る 。 す な わ ち 、 現 象 の 原 因 を

探 り 、 そ の 原 理 に 辿 り つ く も の と し て 帰 納 科 学 と し て の 経 済 学 を 見 て

い る の で あ る 。 し か し 、 そ の 原 因 を 一 つ の 原 理 に 絞 り 、 事 物 の 説 明 で

専 ら 演 繹 的 に 使 用 す る の は 誤 り な の で あ る 。 事 物 に は 複 数 の 原 因 が あ

る の で あ り 、 そ れ ら を 総 合 的 に 考 え な く て は な ら な い 。  

 他 方 で 、 単 に 同 時 に 生 起 す る 現 象 の 間 に 因 果 関 係 を 見 出 す 過 ち も 避

け な く て は ら な い 。こ の た め に は 、帰 納 の み を 専 ら と す る の で は な く 、

原 理 か ら 演 繹 的 に 考 え る こ と も な く て は な ら な い で あ ろ う 。  

 こ の よ う に 、 マ ル サ ス は 当 初 か ら 帰 納 と 演 繹 と を 総 合 し た 柔 軟 な 方

法 論 を 持 っ て い た こ と が 分 か る 。 実 際 、 マ ル サ ス は 1 8 3 6 年 の 『 経 済

学 原 理 』 第 2 版 に お い て も 、 方 法 論 に つ い て 書 か れ た 序 論 に つ い て は

一 切 の 改 定 を 行 っ て い な い 。  

 

2． ケ ン ブ リ ッ ジ 帰 納 論 者 の マ ル サ ス 方 法 論 観  

 ケ ン ブ リ ッ ジ 帰 納 論 者 の 実 態 に つ い て 、 久 保 ［ 2 0 1 0］ の ま と め を 中

心 に 確 認 し て い こ う 。  

 ヒ ュ ー ウ ェ ル は マ ル サ ス の 帰 納 主 義 的 に 見 え る 傾 き に 共 感 を 持 ち 、

接 近 を 試 み て い く こ と に な る 。 ケ ン ブ リ ッ ジ 帰 納 主 義 の 陣 営 の 柱 と し

て マ ル サ ス を 立 て よ う と い う 意 図 が あ っ た と 想 定 さ れ る の で あ る 。  

 し か し 、 既 に 見 た よ う に マ ル サ ス は 単 純 な 帰 納 論 者 で は な か っ た 。

彼 は 演 繹 的 な 「 一 般 的 通 則 」 の 必 要 性 も 最 初 か ら 強 調 し て い た か ら で

あ る 。 そ こ で 、 マ ル サ ス は 、 ヒ ュ ー ウ ェ ル と 同 じ ケ ン ブ リ ッ ジ 帰 納 論

者 で あ る ジ ョ ー ン ズ の リ カ ー ド ウ 批 判 に つ い て 書 簡 の な か で 嗜 め て い

く こ と に な る 。  

 ヒ ュ ー ウ ェ ル が 経 済 学 の 方 法 論 と し て 帰 納 法 を 徹 底 す る べ き だ と 考

え た 背 景 に は 、 久 保 が 「 歴 史 化 さ れ た 科 学 方 法 論 」 と 呼 ぶ も の が あ っ

た 。 こ の 方 法 論 で は 、 科 学 に は そ の 歴 史 的 発 展 段 階 に 従 っ た 方 法 が 存

在 す る と 考 え る 。 帰 納 を 十 分 に 経 て 「 一 般 的 通 則 」 を 確 立 し た 、 ニ ュ

ー ト ン 力 学 の よ う な 段 階 で は 、 そ こ で の 方 法 論 は 演 繹 主 義 に な る で あ

ろ う 。 し か し 、 帰 納 が 不 十 分 な 段 階 で 演 繹 主 義 を 用 い る こ と 自 体 誤 り

で あ り 、そ こ で は 最 後 ま で 帰 納 主 義 が 徹 底 さ れ る 必 要 が あ る 。そ し て 、

何 よ り 経 済 学 は 未 だ 始 ま っ た ば か り の 学 問 で あ り 、 使 う べ き 方 法 は 帰

納 法 の み で あ る べ き な の で あ る 。  

 



 

 

「 歴 史 段 階 に 応 じ て 適 用 す べ き 方 法 が 異 な る と い う ヒ ュ ー ウ ェ ル の 上

の よ う な 認 識 － 以 下 「 歴 史 化 さ れ た 科 学 方 法 論 」 と 呼 ぶ － を ジ ョ ー ン

ズ は 同 1 8 3 1 年 に 出 版 さ れ た 『 地 代 論 』 の 序 文 の な か で 基 本 的 に 踏 襲

す る 。」（ 同 上 、 11 0 ペ ー ジ 。）  

 ヒ ュ ー ウ ェ ル や ジ ョ ー ン ズ な ど の ケ ン ブ リ ッ ジ 帰 納 論 者 は 、 マ ル サ

ス に 比 べ て 帰 納 の 純 粋 性 を 楽 観 的 に 考 え て い た と 思 わ れ る 。 そ こ に 、

単 純 な 帰 納 主 義 へ の 批 判 を も 持 っ て い た マ ル サ ス と の 大 き な 違 い が あ

る 。 ヒ ュ ー ウ ェ ル た ち に と っ て 、 リ カ ー ド ウ 経 済 学 の 基 づ く 「 一 般 的

通 則 」 は 単 な る 「 予 断 」 で あ っ て 信 頼 の で き な い も の で あ っ た の で あ

る 。  

 ケ ン ブ リ ッ ジ 帰 納 主 義 者 に 括 ら れ る ヒ ュ ー ウ ェ ル と ジ ョ ー ン ズ は 、

マ ル サ ス に 帰 納 主 義 へ の 傾 き を 見 て 接 近 を 試 み た 。 ヒ ュ ー ウ ェ ル は 、

経 済 学 は ニ ュ ー ト ン 力 学 の よ う な 演 繹 科 学 と な る に は 未 熟 で あ り 、 当

面 は 帰 納 主 義 の 立 場 を 徹 底 し 、 原 理 の 確 立 に 努 め な く て は な ら な い と

考 え て い た 。  

 こ れ に 対 し て 、 マ ル サ ス の 場 合 は 単 な る 現 象 の 羅 列 で は 因 果 関 係 と

並 列 関 係 の 区 別 が つ か な い と 考 え て い た 。 そ こ で マ ル サ ス は 確 立 さ れ

た 「 一 般 的 通 則 」 は こ れ も 用 い 、 演 繹 的 な 展 開 を 行 う こ と も 必 要 で あ

る と し て い た の で あ る 。た だ し 、「一 般 的 通 則 」に は 多 く の「 例 外 」も

あ り 、 こ れ に 目 を つ ぶ る こ と は 許 さ れ な い と 考 え て い た 。  

 

3． マ ル サ ス の 1 9 3 0 年 代 初 の 方 法 論  

 マ ル サ ス が 最 初 に ヒ ュ ー ウ ェ ル に 送 っ た 書 簡 は 1 8 2 9 年 の も の で あ

る 。 こ の 最 初 の 書 簡 の な か で 、 マ ル サ ス は ペ ロ ネ ッ ト ・ ト ン プ ソ ン の

『 地 代 の 真 実 理 論 』 を 取 り 上 げ 、 リ カ ー ド ウ の 差 額 地 代 論 を 批 判 し て

い る こ と に 対 し て 、 次 の よ う に 述 べ て い る 。 シ ン プ ソ ン は 等 級 の 異 な

る 土 地 が 連 続 し て 存 在 し て い な い と こ ろ で も 、 需 要 に 対 す る 供 給 に 制

限 が あ れ ば 地 代 が 生 じ う る し 、 そ ち ら の 方 が 一 般 的 な 地 代 の 原 因 で あ

る と 批 判 し た 。 こ の こ と に 対 す る 反 批 判 で あ る 。  

「 リ カ ー ド ウ 氏 が 言 及 し て い る 私 の 元 の 著 作 が 特 に 目 指 し た の は 、 通

常 の 地 代 と 、ト カ イ 1の 葡 萄 畑 の よ う な 全 面 的 で 厳 密 な 独 占 が 生 み 出 す

地 代 と を は っ き り 区 別 す る こ と で し た 。 私 は 、 地 味 の 異 な る 土 壌 が 連

続 的 に あ る こ と は 、地 代 の 存 在 に と っ て 必 ず し も 必 要 な い と い う 点 で 、

ト ン プ ソ ン 氏 に 全 面 的 に 同 意 し ま す 2。… ト カ イ の 価 値 の 上 昇 に は 、ご

                                                 
1
 ハ ン ガ リ ー の ワ イ ン 産 地 。  

2
 最 も 一 般 的 に 言 っ て 、確 か に 供 給 が 制 限 さ れ て い る と き に 需 要 が 十 分 に あ

れ ば 、地 代 が 生 じ る 余 地 が あ る と 言 っ て い い 。高 級 ワ イ ン な ど あ る 生 産 量 以

上 が 生 産 不 可 能 な 場 合 の 市 場 の 需 給 の 状 況 を 考 え て み よ う 。こ う し た 状 況 で

は 供 給 曲 線 は あ る 生 産 量 の と こ ろ で 垂 直 に な り 、そ れ 以 上 の 供 給 が で き な い

こ と が 示 さ れ る 。必 需 財 で あ る 小 麦 と は 異 な り 、マ ル サ ス も 言 う よ う に 高 級

ワ イ ン に 対 す る 需 要 は 富 裕 な 消 費 者 の 需 要 ス ケ ジ ュ ー ル に 従 う か ら 、需 要 曲



 

 

く 一 部 の 消 費 者 の 富 や 気 紛 れ か ら 来 る 限 界 以 外 に な ん の 制 約 も な い の

で す 。で す か ら 、こ の 比 較 は 残 念 な も の だ っ た と 言 わ ざ る を 得 ま せ ん 。」 

 マ ル サ ス は 地 代 を 一 般 的 に 説 明 で き る の は リ カ ー ド ウ の 差 額 地 代 論

で あ っ て 、 ト カ イ の 葡 萄 酒 の よ う な 単 純 な 独 占 理 論 で は な い と 言 っ て

い る 。 た だ し 、 独 占 の 場 合 で も 地 代 は 説 明 で き る の だ か ら ト カ イ の ケ

ー ス は 「 例 外 」 に 相 当 す る の で あ る 。  

 こ の 議 論 を 受 け て 、『 経 済 学 原 理 』 第 2 版 で は 、 第 3 章 第 1 節 の 末

尾 に 注 を 付 け 加 え て い る 。  

「 さ て 、第 一 に ト ウ ケ イ 3葡 萄 の 価 格 は 必 要 価 格 で は な い 、と い う こ と

は 明 ら か に 真 実 で あ る 。 価 格 は 余 程 ヨ リ 低 廉 で あ っ て も 同 一 分 量 が 生

産 さ れ る で あ ろ う 。 第 二 に ト ウ ケ イ 葡 萄 の 購 入 者 も そ の 耕 作 者 も そ の

生 産 物 で 生 活 し て い る の で は な い 、と い う こ と も 真 実 で あ る 。そ し て 、

第 三 に 、 少 数 の 富 裕 な 個 人 の 嗜 好 お よ び 財 産 以 外 に ト ウ ケ イ 葡 萄 の 価

格 に 対 す る ど ん な 制 限 も な い 、 と い う こ と も 真 実 で あ る 。」（ マ ル サ ス

［ 1 8 3 6］、 2 0 5 ペ ー ジ 。）  

 つ ま り 、 ト カ イ の 葡 萄 酒 の 生 産 は 重 要 で は あ っ て も 地 代 論 に と っ て

は 「 例 外 」 を な す の で あ っ て 、 一 般 化 す る こ と は 決 し て で き な い 。 あ

く ま で も 、 地 代 に 関 す る 「 一 般 的 通 則 」 は リ カ ー ド ウ の 差 額 地 代 論 な

の で あ る 。  

 マ ル サ ス は 1 8 3 1 年 の 前 半 に も ヒ ュ ー ウ ェ ル に 2 通 の 書 簡 を 送 っ て

い る 。 こ こ で は 、 主 に リ チ ャ ー ド ・ ジ ョ ー ン ズ の 『 富 の 分 配 と 課 税 の

源 泉 』 が 主 題 と な っ て い る 。  

 1 8 3 1 年 の 2 通 目 の 書 簡 で は マ ル サ ス は よ り 明 確 に リ カ ー ド ウ の 差 額

地 代 論 を 擁 護 し よ う と す る 。  

「 私 の 現 在 の 理 解 で は 、 大 勢 は リ カ ー ド ウ 氏 に 厳 し 過 ぎ る よ う で す 。

ま た 、 私 は 、 ジ ョ ー ン ズ 氏 も 、 そ れ と は 違 う も の の 少 し 誤 っ た コ ー ス

を 辿 っ て い る よ う に 思 え ま す 。 地 代 増 大 の 唯 一 の 原 因 と し て 農 業 資 本

の 収 穫 逓 減 に つ い て 考 え た 際 に 、 リ カ ー ド ウ 氏 が 全 面 的 に 間 違 っ て い

た と い う こ と を 示 し た い と い う 情 熱 の あ ま り 、 確 か に そ れ は そ う な の

で す が 、 ジ ョ ー ン ズ 氏 は 、 限 定 さ れ た 空 間 の な か で は 、 農 業 や 工 業 の

技 術 改 善 で 妨 げ ら れ な け れ ば 、 そ の よ う な 収 穫 逓 減 と い う 自 然 な 傾 向

が あ る と い う 、 疑 う 余 地 の な い 真 理 を も 否 定 す る 傾 向 が あ る よ う で す

                                                                                                                                        
線 も 通 常 の そ れ と 同 じ よ う に 右 下 が り で あ る 。供 給 曲 線 が 右 上 が り に な る 数

量 を 超 え て 需 要 が あ る と 、垂 直 な 供 給 曲 線 に 沿 っ て 価 値 が 上 昇 し て い く 。こ

う し て 高 級 ワ イ ン の 市 場 価 格 も 高 騰 す る が 、高 級 ワ イ ン の 畑 を 借 り て い る 農

業 資 本 家 は こ れ に よ っ て 超 過 利 潤 を 手 に す る 。こ れ を 見 た 他 の 農 業 資 本 家 は 、

地 主 に 対 し て 地 代 を 払 っ て も 自 分 に 貸 し て ほ し い と 交 渉 を 始 め る こ と に な

る 。こ う し て 地 代 の 競 り 上 げ 競 争 が 始 ま り 、結 局 超 過 利 潤 が 消 滅 す る と こ ろ

ま で 地 代 が 押 し 上 げ ら れ て い く 。  
3
 ト カ イ に 同 じ 。  



 

 

4。」  

 書 簡 に お い て も 、 マ ル サ ス は 『 原 理 』 と 同 様 の 立 場 か ら リ カ ー ド ウ

を 擁 護 し 、ヒ ュ ー ウ ェ ル ら を 牽 制 し て い る よ う に 見 え る 。マ ル サ ス は 、

ヒ ュ ー ウ ェ ル ら の よ う に 科 学 を 帰 納 主 義 の 段 階 と 演 繹 主 義 の 段 階 と 分

け る こ と は で き ず 、 帰 納 と 演 繹 を 渾 然 一 体 と さ せ な が ら 経 済 学 を 進 歩

さ せ て い か な け れ ば な ら な い と 考 え て い る の で あ る 。  

 

お わ り に  

 マ ル サ ス の 体 系 に お い て は 、「一 般 的 通 則 」と し て 認 め ら れ た も の か

ら 因 果 関 係 が 導 出 さ れ る 必 要 が あ り 、 同 時 に 「 例 外 」 や 複 数 の 原 因 を

な す 事 象 も ま た 総 合 的 に 捉 え ら れ な く て は な ら な い の で あ る 。  

 こ の 意 味 で 、 マ ル サ ス の 方 法 論 的 立 場 は 『 経 済 学 原 理 』 初 版 か ら 一

貫 し た も の で あ り 、 帰 納 主 義 の み を こ と さ ら に 強 調 す る も の で は な い

と 言 え よ う 。  

 こ の 論 戦 は 、 戦 後 ア メ リ カ の 経 済 学 界 で 経 済 学 方 法 論 を 巡 っ て 戦 わ

れ た フ リ ー ド マ ン と サ ミ ュ エ ル ソ ン の 論 争 に 似 て い る 。 フ リ ー ド マ ン

は 演 繹 の 基 礎 に 置 か れ る 仮 定 の 現 実 性 は 全 く 問 題 で な く 、 そ こ か ら 導

か れ た 諸 命 題 を 現 実 の デ ー タ で 検 証 し た 場 合 に 、 実 証 可 能 で あ る か ど

う か が 重 要 で あ る と い う 「 実 証 経 済 学 」 の 方 法 論 を 展 開 し た 。 彼 の 立

場 は 、 理 論 的 仮 定 は む し ろ 非 現 実 的 な ま で に 単 純 な も の で あ る こ と が

望 ま し い と い う も の で す ら あ っ た 。  

 こ れ に 対 し て サ ミ ュ エ ル ソ ン は 、 フ リ ー ド マ ン の 方 法 論 を F ツ イ ス

ト と 揶 揄 し 、 仮 定 の 現 実 性 を 何 ら か の 方 法 で 検 証 す る 作 業 は 欠 か せ な

い と し た 。  

                                                 
4
土 地 の 肥 沃 度 が 3 段 階 に 渡 っ て い る 場 合 の 差 額 地 代 の 発 生 状 況 を 考 え よ う 。

も っ と も 肥 沃 な 土 地 が 耕 作 さ れ 尽 く す と 穀 物 を そ れ 以 上 提 供 で き な く な る

た め 、次 の 等 級 の 土 地 へ と 耕 作 が 広 が っ て い く 。地 味 が 全 く 異 な っ て い る か

ら 、必 要 な 限 界 費 用 は 階 段 状 に 高 ま り 、図 に 見 る よ う に 最 初 の 等 級 の 土 地 の

供 給 曲 線 と の 間 に 階 段 状 の 段 差 が で き る 。や が て 、 2 番 目 の 等 級 の 土 地 も 耕

作 さ れ 尽 く す と 最 も 劣 等 な 土 地 ま で 耕 作 が 進 む が 、や は り 先 ほ ど と 同 様 に 供

給 曲 線 に は 段 差 が 付 く こ と に な る の で あ る 。  

穀 物 の 需 要 曲 線 は 垂 直 に な る 。高 級 ワ イ ン の と き と は 異 な り 需 要 曲 線 が 垂

直 に な る の は 、穀 物 が 必 需 財 で あ り 人 口 に よ っ て そ の 需 要 が 一 義 的 に 決 定 さ

れ る た め で あ る 。穀 物 の 価 値 は 階 段 状 の 供 給 曲 線 と 需 要 曲 線 の 交 点 の 高 さ に

な る が 、そ の 場 合 、上 か ら 2 番 目 の 等 級 の 土 地 と 最 優 等 な 土 地 を 借 り て い る

農 業 資 本 家 は 超 過 利 潤 を 得 る こ と に な る 。そ れ を 見 た 他 の 農 業 資 本 家 は 高 い

地 代 を 払 っ て も よ り 優 等 な 土 地 を 借 り よ う と す る か ら 地 代 の 押 し 上 げ 競 争

が 始 ま り 、最 終 的 に は 最 優 等 な 土 地 、 2 番 目 の 等 級 の 土 地 で 超 過 利 潤 が 得 ら

れ な く な る と こ ろ ま で 続 く 。  

最 優 等 地 の 地 代 が 一 番 下 の 水 平 線 と 一 番 上 の 水 平 線 と の 垂 直 方 向 の 距 離

と し て 、2 番 目 の 土 地 の 地 代 が 真 ん 中 の 水 平 線 と 一 番 上 の 水 平 線 と の 垂 直 方

向 の 距 離 と し て 示 さ れ る 。  

こ う し た 旧 世 界 の イ ギ リ ス で 成 り 立 っ て い る と 考 え ら れ る 差 額 地 代 の 状

況 に 、 新 世 界 の 諸 国 の 状 況 も 経 済 発 展 や 貿 易 を 通 じ て 接 近 し て い く こ と を 、

マ ル サ ス は リ カ ー ド ウ 擁 護 論 と し て 主 張 し て い る わ け で あ る 。  



 

 

 も ち ろ ん 、 リ カ ー ド ウ は F ツ イ ス ト の 立 場 に 与 す る も の で は な い だ

ろ う が 、 ヒ ュ ー ウ ェ ル は 現 実 的 な 諸 前 提 な り 諸 公 理 を 帰 納 に よ っ て 導

く べ し と い う サ ミ ュ エ ル ソ ン 的 な 立 場 か ら リ カ ー ド ウ を 批 判 し て い る

の で あ る 。  

 マ ル サ ス の 立 場 は 、 リ カ ー ド ウ の 論 理 志 向 に 対 し て は 複 雑 な 現 実 を

踏 ま え た 反 論 を 与 え つ つ も 、 ヒ ュ ー ウ ェ ル ら の 帰 納 原 理 主 義 に も 諸 手

を 挙 げ て は 賛 成 で き な い 、 と い う も の で あ っ た と 推 測 さ れ る 。  

 佐 々 木 ［ 1 9 9 6］ に よ れ ば 、「 マ ル サ ス は 、 経 済 現 象 に 影 響 を 及 ぼ す

主 要 な 諸 原 因 を で き る だ け 考 察 に 含 め 、 原 理 と 経 験 的 事 実 の 適 合 の 可

能 性 を 高 め よ う と し て い た 」 5。「 一 般 的 通 則 」 か ら 演 繹 さ れ た 内 容 と

経 験 的 事 実 の 対 応 を 重 視 す る 点 で 、 む し ろ 、 フ リ ー ド マ ン の 実 証 経 済

学 の 方 法 論 に 近 い と 言 っ て い い か も し れ な い の で あ る 。  
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