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               要 旨  

 本 報 告 で は 、J.A.シ ュ ン ペ ー タ ー が『 理 論 経 済 学 の 本 質 と 主 要 内 容 』と『 経

済 発 展 の 理 論 』に お い て 参 照 し た 方 法 論 が「 プ ラ グ マ テ ィ ズ ム 」で あ る 可 能

性 を 議 論 す る 。 シ ュ ン ペ ー タ ー が 参 照 し た 可 能 性 の あ る 方 法 論 と し て 現 在 、

塩 野 谷 祐 一 の「 道 具 主 義 」説 が 有 力 な 説 で あ る 。塩 野 谷 は 主 に『 本 質 と 主 要

内 容 』に お け る シ ュ ン ペ ー タ ー の 記 述 を 基 に 、彼 が 理 論 を 道 具 と 見 な し て お

り 、真 偽 を 問 題 に し て い な い こ と を 論 拠 と し て こ の 説 を 主 張 し て い る 。確 か

に シ ュ ン ペ ー タ ー は 同 書 に お い て 、市 場 の 複 雑 な 機 構 を「 関 数 関 係 」に 置 き

換 え 、そ れ に 関 す る 様 々 な 仮 定 に つ い て そ の 真 偽 を 問 わ な い と い う 主 張 を 繰

り 返 し て お り 、 ま た 塩 野 谷 は 『 経 済 発 展 の 理 論 』 で 彼 が 設 定 し た 諸 命 題 や 、

社 会 経 済 学 を 理 論 と し て 確 立 す る た め の 仮 定 な ど も 道 具 主 義 で 説 明 可 能 で

あ る と し て い る 。し か し 本 稿 で は 代 替 的 な 解 釈 と し て 、シ ュ ン ペ ー タ ー が 参

照 し た の が 「 プ ラ グ マ テ ィ ズ ム 」 で あ る 可 能 性 を 検 討 し た 。  

 シ ュ ン ペ ー タ ー も『 経 済 分 析 の 歴 史 』で 認 め て い る 通 り 、プ ラ グ マ テ ィ ズ

ム は 当 時 の「 時 代 精 神 の 主 要 な 潮 流 」と 衝 突 す る こ と は 無 く 、道 具 主 義 を 含

む 様 々 な 方 法 論 を 取 り 入 れ た も の で あ る 。ま た シ ュ ン ペ ー タ ー が 尊 敬 を し て

い た マ ッ ク ス・ウ ェ ー バ ー や 、彼 が LSE で 受 け た 講 義 を 担 当 し た シ ド ニ ー・

ウ ェ ッ ブ な ど も プ ラ グ マ テ ィ ズ ム に 興 味 を 抱 い て お り 、「 歴 史 」 を 科 学 的 に

説 明 す る 観 点 か ら プ ラ グ マ テ ィ ズ ム を 使 っ て い る 。よ っ て プ ラ グ マ テ ィ ズ ム

は 、「 道 具 主 義 」 説 で は 比 較 的 弱 い 「 動 態 論 」 や 「 社 会 経 済 学 」 に お け る 方

法 論 的 解 釈 に 対 し て 代 替 的 な 説 明 を 提 供 し て く れ る も の と 期 待 さ れ る 。  
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1. は じ め に  

シ ュ ン ペ ー タ ー に 世 界 的 名 声 を 与 え た 彼 の 主 著 ,『 経 済 発 展 の 理 論 』 の 最

大 の 特 徴 は「 静 態 」と「 動 態 」と い う ,二 つ の 異 な る 分 析 理 論 を 用 意 し た こ と

に あ る 。均 衡 状 態 を 基 礎 と し て ,同 じ 規 模 の 経 済 活 動 が 毎 期 繰 り 返 さ れ る「 静

態 」と ,企 業 者 が 現 れ て 静 態 的 経 済 循 環 を 攪 乱 し 、経 済 発 展 を 引 き 起 こ す「 動

態 」 と を 区 別 す る こ と に よ り ,シ ュ ン ペ ー タ ー は 利 子 の 持 続 性 や 恐 慌 現 象 の

解 明 と い っ た 具 体 的 問 題 に 対 し ,ユ ニ ー ク な 説 明 を 提 示 す る こ と で き た 。  

こ の 分 析 方 法 が ど の 様 な 知 的 環 境 の 下 で 彫 琢 さ れ て き た か ,ま た 動 態 現 象

の 中 核 に な ぜ 「 企 業 者 」 を 置 こ う と 考 え た の か と い う 事 に 関 し て ,こ れ ま で

様 々 な 議 論 が 展 開 さ れ て き た 。 特 に 中 心 的 に 議 論 さ れ て い る も の と し て は ,

オ ー ス ト リ ア 学 派 の C・ メ ン ガ ー と ,ド イ ツ 歴 史 学 派 G・ シ ュ モ ラ ー の 間 で

交 わ さ れ た ,い わ ゆ る 「 方 法 論 争 」 の 影 響 が あ る 。 1多 く の 議 論 で 一 致 し て い

る の は ,均 衡 分 析 を 中 心 と す る 純 粋 経 済 学 と ,そ し て 「 発 展 」 を 説 明 す る 歴 史

的 研 究 と の 方 法 論 的・理 論 的・融 和 が ,彼 の「 経 済 発 展 」の 特 徴 だ と い う 点 で

あ る 。 し か し ,そ れ ぞ れ 方 法 論 の 異 な る 二 つ の 体 系 を い か に 一 つ に 融 合 し え

た の か 。  

現 在 ,多 く の 研 究 者 が 支 持 し て い る も の と し て 塩 野 谷 祐 一 (1995)の 説 明 が

あ る 。 シ ュ ン ペ ー タ ー (1908)は 『 理 論 経 済 学 の 本 質 と 主 要 内 容 』 (以 下 『 本

質 と 主 要 内 容 』 )に お い て ,方 法 論 争 を 「 実 用 主 義 的 （ pragmatisch）」 な 方 法

で 解 決 す る と 宣 言 し て い る が ,塩 野 谷 (1995)は こ れ を 物 理 学 者 ,E・ マ ッ ハ 流

の「 道 具 主 義 」と 解 釈 す る 。彼 は シ ュ ン ペ ー タ ー が「 道 具 主 義 」的 解 釈 に よ

っ て ワ ル ラ ス 流 の 純 粋 経 済 学 の 有 用 性 を 認 め ,歴 史 研 究 と の 区 別 を は か り つ

つ ,方 法 論 争 の 融 和 を 行 っ た こ と を 指 摘 し た 。  

『 本 質 と 主 要 内 容 』に お け る シ ュ ン ペ ー タ ー の「 純 粋 経 済 理 論 」に 対 す る

説 明 を 見 る と 、塩 野 谷 (1995)の 解 釈 は 明 瞭 で あ り 、説 得 性 の 高 い も の で あ る 。

し か し 同 時 に 、こ の 有 力 な 解 釈 が 広 く 受 容 さ れ て 以 来 、代 替 的 な 解 釈 が な か

な か 出 て こ な い の も 事 実 で あ る 。「 道 具 主 義 」 は シ ュ ン ペ ー タ ー の 「 純 粋 経

済 学 」に 対 す る 態 度 を 説 明 す る も の で あ る こ と は 確 か な の だ が 、マ ッ ハ 流 の

道 具 主 義 に よ っ て 、彼 の「 動 態 」の 形 成 ま で も 説 明 し て 良 い も の で あ ろ う か 。

他 に 、潜 在 的 に 有 力 な 解 釈 は 存 在 し な い の だ ろ う か 。も し 、「 道 具 主 義 解 釈 」

の 影 響 力 の 大 き さ ゆ え に 代 替 的 な 解 釈 を 探 る 動 き が 下 火 と な っ て い る の で

あ れ ば 、こ れ は「 経 済 発 展 の 理 論 」に 至 る ビ ジ ョ ン 形 成 の 研 究 に お い て 、不

幸 な こ と で あ る と 考 え る 。  

本 稿 で は ,シ ュ ン ペ ー タ ー の 方 法 論 形 成 に 影 響 を 与 え た 可 能 性 の あ る 方 法

論 の 対 案 と し て ,プ ラ グ マ テ ィ ズ ム を 挙 げ よ う と 思 う 。 こ の 解 釈 に 関 連 し て



3 

 

近 年 で は 佐 々 木 憲 介 (2018)も 検 討 し て い る 。  

ま た 、シ ュ ン ペ ー タ ー が ウ ィ ー ン 大 学 に 在 学 中 の 1900 年 代 に 、同 じ く 方

法 論 争 を 克 服 し よ う と し て い た M・ウ ェ ー バ ー に も 、当 時 流 行 し て い た プ ラ

グ マ テ ィ ズ ム の 影 響 が 見 ら れ る 。彼 は 著 作 に お い て 、シ ュ ン ペ ー タ ー と 同 様

の「 プ ラ グ マ テ ィ ッ シ ュ な 方 法 」と い う 表 現 で 、理 論 経 済 学 の 妥 当 性 の 説 明

及 び 歴 史 学 の 方 法 を 確 立 し よ う と し て い た 。  

さ ら に 、 ロ ン ド ン ・ ス ク ー ル ・ オ ブ ・ エ コ ノ ミ ク ス （ London School of 

Economics and Politics,以 下 LSE）に て シ ュ ン ペ ー タ ー が 受 講 し た シ ド ニ ー・

ウ ェ ッ ブ の 講 義 に お い て 、プ ラ グ マ テ ィ ス ト ,W・ジ ェ イ ム ズ の 思 想 が 議 論 さ

れ て い た 2。 シ ュ ン ペ ー タ ー は LSE に お い て S・ ウ ェ ッ ブ の 「 社 会 調 査 の 諸

方 法 」と い う 講 義 を 受 講 し て お り 3,こ の 講 義 内 容 の 後 半 に は 「 酵 母 と し て の

偉 人 」と い う テ ー マ が 議 論 さ れ て い た (LSE Calendar 1906-1907 p. 136)。ウ

ェ ッ ブ は こ の「 偉 人 」と い う 語 を W・ジ ェ イ ム ズ の 著 作 か ら 借 り た と し て お

り ,そ の 内 容 は ,歴 史 の 軌 道 を 決 定 す る と い う シ ュ ン ペ ー タ ー の 企 業 者 概 念 と

非 常 に 近 い 。  

本 稿 で は ,次 節 に て シ ュ ン ペ ー タ ー の 方 法 論 に 関 す る 研 究 史 を 振 り 返 り ,そ

の 後 ,第 3 節 に お い て ,シ ュ ン ペ ー タ ー が 『 本 質 と 主 要 内 容 』 と 『 経 済 発 展 の

理 論 』 を 執 筆 す る ま で に ,ど の よ う な 経 路 か ら プ ラ グ マ テ ィ ズ ム の 影 響 を 受

け 得 た か を 考 え る 。 第 4 節 で は 塩 野 谷 の 道 具 主 義 を 再 考 し ,議 論 の 発 散 を 防

ぐ た め に 1900 年 代 当 時 ,プ ラ グ マ テ ィ ズ ム を 広 め た 中 心 で あ っ た ジ ェ イ ム

ズ の 著 作 『 プ ラ グ マ テ ィ ズ ム 』 を 中 心 と し て ,彼 の プ ラ グ マ テ ィ ズ ム の 思 想

と シ ュ ン ペ ー タ ー の 方 法 論 と の 比 較 を 行 い ,そ の 関 係 を 論 じ る 。 そ し て ,最 終

節 で は 本 稿 に お け る 議 論 の 総 括 を 行 う 。  

 

2. シ ュ ン ペ ー タ ー 方 法 論 の 研 究 史  

2.1 理 論 と 歴 史  

 1911 年 の 『 経 済 発 展 の 理 論 』 に 至 る 過 程 を 描 く 研 究 は 二 方 向 か ら の ア プ

ロ ー チ が 必 要 で あ る 。す な わ ち 理 論 の 側 か ら の ア プ ロ ー チ と 、そ し て ド イ ツ

歴 史 学 派 か ら の 影 響 を 中 心 と す る ア プ ロ ー チ で あ る 。前 者 の 研 究 に は 、シ ュ

ン ペ ー タ ー の 方 法 論 を 最 も 早 く か ら 体 系 的 に 論 じ た F・マ ハ ル プ が い る 。彼

は そ の 論 文 (Machlup 1951)の 中 で 、 シ ュ ン ペ ー タ ー が 方 法 論 争 の よ う な 論

争 の「 無 益 さ 」を 強 調 し 、最 初 の 著 作『 本 質 と 主 要 内 容 』に お い て 、そ の 調

停 を 目 的 と し て い た こ と を 強 調 す る 。そ し て 同 書 に お い て シ ュ ン ペ ー タ ー が 、

こ う し た 対 立 の 原 因 を 、そ れ ぞ れ の 方 法 論 を 用 い る 者 の「 資 質 」や「 精 神 的

傾 向 」 (Schumpeter 1908 訳  上  p. 102) の 違 い に 帰 し て い る こ と を 示 し た 。 
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マ ハ ル プ の 議 論 に お い て 重 要 な の が 、シ ュ ン ペ ー タ ー 体 系 に お け る 、方 法

論 上 の「 変 節 」で あ る 。シ ュ ン ペ ー タ ー は『 本 質 と 主 要 内 容 』に お い て 、「 因

果 的 説 明 」を 使 う 事 を 避 け「 関 数 関 係 」を 重 視 し た 。例 え ば 市 場 の 価 格 決 定

に お い て 、様 々 な 諸 要 素 は 複 雑 な 相 互 関 係 を 持 っ て 存 在 し て お り 、限 界 効 用

を 説 明 す る よ う な 心 理 学 的 な 要 素 や 、も し く は 費 用 価 値 説 と 言 っ た も の が 価

格 決 定 に 関 す る 最 終 的 な 原 因 と い う こ と は 言 え な い 。一 般 均 衡 論 の 枠 組 み の

中 で は 「 心 理 的 要 因 と し て の 効 用 は も は や 価 値 現 象 の 究 極 的 原 因 で は 無 く 、

経 済 体 系 全 体 の 解 と し て 特 定 の 値 を と る に 過 ぎ 」な い (塩 野 谷  1995 p.140)。

つ ま り 、原 因 と 結 果 が 一 意 に 結 び つ く よ う な 単 純 な 図 式 は 市 場 の よ う な 複 雑

な 機 構 に は 当 て は ま ら な い の で あ る 。し か し マ ハ ル プ は 、シ ュ ン ペ ー タ ー が

「 1911 年 (『 経 済 発 展 の 理 論 』)に は 、早 く も 因 果 関 係 に 対 す る 嫌 悪 を す て 」

(Machlup 1951, p.97, f.27)た と 述 べ る 。経 済 発 展 は 企 業 者 と い う 経 済 発 展 の

究 極 的 な 原 因 を 特 定 す る も の で あ り 、こ れ は『 本 質 と 主 要 内 容 』に お け る 態

度 と は 相 い れ な い 。 そ れ が 関 数 関 係 で あ れ ,因 果 関 係 で あ れ ,シ ュ ン ペ ー タ ー

は「 経 済 理 論 」を 重 視 す る と い う 態 度 を 変 え る こ と は 無 か っ た が 、マ ハ ル プ

は こ の 「 変 節 」 に 至 っ た 経 緯 の 詳 細 や 、 そ の 原 因 ま で は 論 じ て は い な い 。  

 塩 野 谷 (1995)は 、シ ュ ン ペ ー タ ー が 意 見 を 変 え た と い う こ の 見 方 に つ い て 、

「 経 済 体 系 に お け る 内 生 変 数 の 間 で は 関 数 関 係 (一 般 的 相 互 依 存 関 係 )の み

が 存 在 」し 、「 体 系 の 外 に あ る 一 組 の 外 生 変 数 に よ っ て 一 義 的 に 決 定 さ れ る 」

と い う 意 味 で は 、因 果 関 係 を 語 る こ と が 出 来 る 」(塩 野 谷 1995 p.382)と 述 べ

る 。ま た 、彼 は シ ュ ン ペ ー タ ー が『 主 要 内 容 』に お い て 展 開 し た 方 法 論 を「 マ

ッ ハ 流 の 道 具 主 義 」と 見 な し 、さ ら に こ の 方 法 に よ り「 方 法 論 争 」の 融 和 や

「 動 態 」的 方 法 の 確 立 ま で 説 明 し て い る 。こ の 問 題 に つ い て は 第 4 節 で よ り

詳 し く 論 じ る 。  

 シ ュ ン ペ ー タ ー 自 身 、均 衡 理 論 を 中 心 と し て『 本 質 と 主 要 内 容 』を 展 開 し

て お り 、そ の 方 法 論 に つ い て の 研 究 は 、彼 が 一 般 均 衡 理 論 や 数 理 体 系 を 如 何

に 支 持 し た か 、 と い う 点 に 重 点 が 置 か れ て い た 。 し か し も う 一 方 で 、「 方 法

論 争 」の 融 和 と い う 点 に つ い て 、彼 が シ ュ モ ラ ー 率 い る「 ド イ ツ 新 歴 史 学 派」

を 如 何 に 受 容 し 、理 論 体 系 に 取 り 入 れ た か と い う 観 点 か ら の 研 究 も 行 わ れ て

き た 。例 え ば 大 野 忠 男 (1971)は 、シ ュ ン ペ ー タ ー が ゾ ン バ ル ト や ウ ェ ー バ ー

に 学 ん だ 社 会 学 者 で あ る と い う 側 面 を 重 視 し 、「 歴 史 の 科 学 的 認 識 」 を も っ

て 、 社 会 科 学 の 目 標 と し て い た こ と を 強 調 す る (大 野  1971 , p. 407)。 大 野

(1971)が 考 え る シ ュ ン ペ ー タ ー の 方 法 と は 、ま ず 純 粋 理 論 の「 本 質 」吟 味 を

し た 後 、利 子 や 景 気 循 環 を 説 明 す る 動 学 的 研 究 へ と 進 む わ け で あ る が 、静 学

は 永 遠 の 反 復 過 程 で あ る の に 対 し 、「 動 学 」 は 「 同 型 性 と 進 歩 の 後 退 か ら な
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る 社 会 学 モ デ ル 」 (ibid., p. 410)と 見 な さ れ る 。 シ ュ ン ペ ー タ ー は 『 主 要 内

容 』 に お い て ,動 学 と い う 新 し い 領 域 に つ い て 「 努 力 」 や 「 エ ネ ル ギ ー 」 ,そ

し て「 企 業 者 」と い っ た 概 念 の 導 入 を 示 唆 し て い る (ibid., p.413)。大 野 は ま

た 、 シ ュ ン ペ ー タ ー が マ ル ク ス の 進 化 的 経 済 理 論 を 高 く 評 価 し ,「 歴 史 的 進

化 」や「 歴 史 的 仮 説 」を 扱 い 得 る モ デ ル を 目 指 し て い た こ と を 指 摘 す る (ibid., 

425)。つ ま り シ ュ ン ペ ー タ ー の 動 学 、も し く は 経 済 発 展 理 論 は「 進 化 的 」な

体 系 か ら 「 歴 史 」 を 説 明 す る も の と 見 な し う る の で あ る 。  

 ま た 吉 田 昇 三 (1974)は 、ウ ェ ー バ ー と シ ュ ン ペ ー タ ー が「 方 法 論 争 」に 対

し 、ど の よ う な 方 法 論 上 の ア プ ロ ー チ を と っ た か を 比 較 し た 。吉 田 に よ る と 、

方 法 論 争 は 彼 等 の 「 方 法 論 的 考 察 の 直 接 の 動 機 と な っ て は た ら い た 」 (吉 田

1974, p.62)の で あ り 、両 者 は 理 論 的 研 究 と 事 実 的 研 究 (歴 史 的・統 計 的 研 究 )

が 相 補 的 で あ る と 考 え 、そ の 総 合 の 場 と し て「 経 済 社 会 学 」を 勧 め て い っ た

(p.63)。し か し オ ー ス ト リ ア 学 派 の シ ュ ン ペ ー タ ー と ド イ ツ 歴 史 学 派 の ウ ェ

ー バ ー が そ れ ぞ れ 異 な る 基 盤 に 立 ち 、シ ュ ン ペ ー タ ー は 理 論 の 側 面 か ら 、ウ

ェ ー バ ー は 歴 史 の 側 面 か ら 、そ れ ぞ れ の 論 を 展 開 し た こ と も 併 せ て 強 調 す る 。 

 ユ ル ゲ ン・オ ー ス タ ー ハ メ ル (1986)も ま た 、ウ ェ ー バ ー と シ ュ ン ペ ー タ ー

の 関 係 を 方 法 論 の 立 場 か ら 広 範 に 論 じ て い る 。 オ ー ス タ ー ハ メ ル に よ る と 、

理 論 経 済 学 者 を 自 認 す る シ ュ ン ペ ー タ ー は 、ウ ェ ー バ ー を 経 済 学 者 と は 見 做

さ な か っ た 。し か し 、シ ュ ン ペ ー タ ー の 問 題 関 心 の 多 く は 広 義 の 意 味 に お け

る「 社 会 経 済 学 」の 領 域 に 存 在 し 、そ れ ら を 理 論 に 包 摂 す る た め の 幅 広 い 基

盤 を 持 っ て い た 。 オ ー ス タ ー ハ メ ル も ま た 、「 方 法 論 争 」 の よ う な 論 争 に つ

い て シ ュ ン ペ ー タ ー は「 エ ネ ル ギ ー を 消 耗 さ せ る 歴 史 」と い う 表 現 を 使 っ て

お り 、オ ー ス ト リ ア ン で あ り な が ら 、こ の 論 争 に お け る メ ン ガ ー の 意 見 を 支

持 し て い な か っ た こ と を 強 調 す る 。  

 一 方 で シ ュ ン ペ ー タ ー は 価 値 判 断 を 含 む ウ ェ ー バ ー の 議 論 を「 無 条 件 で 承

認 」(p.123)し た の で あ る が 、し か し「 ウ ェ ー バ ー の 立 場 が 示 す よ う な 新 カ ン

ト 派 の 複 雑 さ に は ほ と ん ど 興 味 を 示 さ な か っ た し 、そ こ に 内 包 さ れ た 認 識 論

的 並 び に 倫 理 的 意 味 内 容 を 無 視 」(p.123)し た こ と も 併 せ て 強 調 す る 。ま た 、

両 者 と も 経 済 学 の 独 立 性 を 主 張 し 、限 界 効 用 主 義 の 基 礎 と し て 心 理 学 を 置 く

こ と に も 反 対 し た 。ウ ェ ー バ ー は「 限 界 主 義 の 命 題 は 心 理 学 に で は 無 く 、『 実

際 上 の (pragmatic)』仮 定 、す な わ ち 日 常 生 活 に お け る『 商 業 計 算 』に 適 用 さ

れ る『 目 的 』と『 手 段 』の 概 念 に 基 づ い て い る 」(p.123)と す る 。つ ま り 、こ

れ が 現 実 に つ い て の 説 明 で は 無 く 、観 念 上 構 成 さ れ た も の で あ り「 分 析 を さ

ら に 進 め る 道 を 発 見 的 に 切 り 開 く の に 有 用 で あ る 」と い う 事 が 、限 界 主 義 者

の 主 張 だ っ た こ と を 理 解 し て い た の で あ る 。  
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 オ ー ス タ ー ハ メ ル は ま た 、両 者 は 普 遍 的 実 在 を 否 定 す る「 唯 名 論 者 」の 立

場 を 好 ん だ と 考 え る 。し か し 、そ の よ っ て 立 つ 基 盤 は 異 な り 、ウ ェ － バ ー は

「 新 カ ン ト 学 派 」の 認 識 論 に 、そ し て シ ュ ン ペ ー タ ー は H・ポ ア ン カ レ の「 規

約 主 義 」に そ れ ぞ れ 影 響 を 受 け て い る こ と を 指 摘 し た 。こ の 立 場 は 当 時 の オ

ー ス ト リ ア 学 派 内 で も ラ デ ィ カ ル な も の で あ り 、シ ュ ン ペ ー タ ー は 同 学 派 内

で も 異 端 で あ っ た こ と に な る 。一 方 ウ ェ ー バ ー は「 価 値 関 係 の 概 念 に 心 を 奪

わ れ て 」(p.124)お り 、シ ュ ン ペ ー タ ー が 切 り 離 し た「 文 化 的 意 味 の 問 題 」に

関 心 を 向 け て は い た が 、両 者 は「 方 法 論 的 構 成 (構 築 )主 義 」と い う 見 解 を 伴

に し て い る と す る 。シ ュ ン ペ ー タ ー は『 景 気 循 環 論 』に お い て 、経 済 モ デ ル

が 「 有 用 な フ ィ ク シ ョ ン 」 で あ り 、「 道 具 」 で あ る と す る 一 方 で 、 完 全 に 恣

意 的 な も の と い う わ け で も な く 、そ の 作 成 者 は 一 般 的 な ビ ジ ネ ス マ ン も 保 持

し て い る よ う な 既 存 の 理 論 と 前 科 学 的 な 実 際 知 を 備 え て い る と 考 え る 。オ ー

ス タ ー ハ メ ル に よ る と 、こ う し た シ ュ ン ペ ー タ ー の 方 法 は「 ウ ェ ー バ ー の 理

念 型 を 使 用 す る 考 え と 密 接 に 関 連 」 し て お り 、「 そ の 精 神 を も っ て 行 動 す る

者 の 一 人 と し て 現 れ る 」 と い う 。  

ま た 、両 者 は 方 法 論 的 個 人 主 義 に お い て も 同 様 の 立 場 を と っ た 。双 方 と も 、

マ ン チ ェ ス タ ー 主 義 的 な 政 治 的 な 個 人 主 義 的 価 値 体 系 と は 一 線 を 画 し 、あ く

ま で も 分 析 の た め に 個 人 主 義 を 利 用 し た の で あ る 。  

こ の よ う に オ ー ス タ ー ハ メ ル は 、➀ 経 済 理 論 の 自 律 性 を 保 持 し よ う と す る

こ と 、➁ 唯 名 論 者 で あ り 構 成 主 義 の 立 場 を と る こ と 、そ し て ➂ 理 念 型 の 方 法

を 、確 信 を も っ て 選 好 す る こ と に お い て 、最 期 に ➃ 方 法 論 的 個 人 主 義 の 擁 護

と い う 4 点 に お い て 両 者 の 思 想 に お け る 接 近 性 を 示 し た 。  

 

2.2 塩 野 谷 の 「 道 具 主 義 」 解 釈  

 『 主 要 内 容 』か ら『 経 済 発 展 の 理 論 』に 至 る シ ュ ン ペ ー タ ー の ビ ジ ョ ン 形

成 は 、「 理 論 」 を 主 眼 と し な が ら も 同 時 に 歴 史 的 仮 説 を 受 容 す る プ ロ セ ス で

あ る の で 、そ の プ ロ セ ス を 解 明 す る た め に は 当 時 の 理 論 的 方 法 と 歴 史 的 方 法

の 双 方 の 考 察 が 必 要 と な る 。「 方 法 論 争 」 の 融 和 と 、 そ し て 「 経 済 発 展 」 を

説 明 す る 体 系 構 築 の た め に 必 要 な 方 法 論 を 、塩 野 谷 (1995)は マ ッ ハ 流「 道 具

主 義 」 に 求 め た 。  

 塩 野 谷 (1995)が 想 定 す る 道 具 主 義 と は 、「 理 論 と は 記 述 で は 無 く 、 有 益 な

結 果 を 導 く た め の 道 具 で あ っ て 、そ れ 自 身 は 真 で も 偽 で も な い と 主 張 す る 見

解 」(p.107)を 言 う 。ま た 、彼 は ポ パ ー や ボ ー ラ ン ド 、ネ ー ゲ ル 、モ ー ゲ ン ベ

ッ サ ー ら の 道 具 主 義 の 定 義 を 丹 念 に 整 理 し 、道 具 主 義 の 中 心 的 概 念 を ➀「 理

論 は 現 象 を 分 類・組 織 化 し 、説 明 す る 事 」で あ り 、②「 理 論 で は 真 偽 を 判 断
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す る こ と が 出 来 な い 」事 の 2 つ に 集 約 し た 。ま た 副 次 的 主 張 と し て 、道 具 主

義 が a)「 帰 納 問 題 」へ の 一 つ の 対 応 手 段 で あ り 、b)理 論 が 現 象 の 本 質 を 記 述

す る と い う「 本 質 主 義 」に 反 対 す る も の で あ り 、c)道 具 主 義 が 実 在 主 義 に も

反 対 す る も の で あ る こ と を 明 ら か に し た (塩 野 谷 1995, pp.116-117)。  

 塩 野 谷 (1995)は シ ュ ン ペ ー タ ー が こ の 道 具 主 義 に よ り ワ ル ラ ス 流 の 静 学

理 論 の 正 当 性 を 説 明 し 、ま た 歴 史 分 析 と の 目 的 の 違 い を 強 調 す る こ と で 、そ

れ ぞ れ の 重 要 性 を 確 保 し 、 い わ ゆ る 方 法 論 争 を 融 和 に 導 い た と い う 。  

塩 野 谷 は さ ら に 、道 具 主 義 が「 動 態 」分 析 や 、さ ら に は「 経 済 社 会 学 」に

も 適 用 さ れ た 、と い う 仮 説 を 立 て た (P.237)。つ ま り 、「 仮 説 か ら 演 繹 さ れ た

理 論 そ れ 自 体 は 記 述 的 言 明 で は な く 、 事 実 を 理 解 す る た め の 道 具 」、 す な わ

ち 恣 意 的 な 構 成 物 で あ り 、事 実 に よ っ て 裏 付 け る 必 要 は な い 、と い う 主 張 を

拡 張 し 、“静 学 的 な 分 析 の 正 当 化 ”と い う 枠 を 超 え て 、動 態 分 析 を 含 め た シ ュ

ン ペ ー タ ー 体 系 の 根 幹 を な す と 考 え た の で あ る 。彼 は シ ュ ン ペ ー タ ー が 理 論

的 な 体 系 を 基 盤 と し な が ら も「 理 念 型 」を は じ め と す る ウ ェ ー バ ー の 方 法 論

に 近 づ い て い た こ と を 強 調 し 、そ の 原 因 で あ る 方 法 論 的 基 盤 こ そ シ ュ ン ペ ー

タ ー の「 道 具 主 義 」で あ る と 主 張 す る 。塩 野 谷 (1995)の こ の 解 釈 は 有 力 な 説

と し て 、 現 在 ま で シ ュ ン ペ ー タ ー 研 究 者 の 間 で も 支 持 さ れ て い る 。  

 

3. プ ラ グ マ テ ィ ズ ム と し て の 解 釈  

3.1 『 経 済 発 展 の 理 論 』 発 表 ま で の シ ュ ン ペ ー タ ー  

 1908 年 に 出 版 さ れ た シ ュ ン ペ ー タ ー の 最 初 の 著 作 『 理 論 経 済 学 の 本 質 と

主 要 内 容 』 は 、 彼 自 身 が 述 べ て い る よ う に 認 識 論 的 ・ 方 法 論 的 著 作 で あ り 、

1911 年 の『 経 済 発 展 の 理 論 』と は「 姉 妹 本 」と さ れ て い る 。マ ハ ル プ も 指 摘

し て い る 通 り 、前 者 は「 関 数 関 係 」の 擁 護 を 、そ し て 後 者 は「 因 果 関 係 」の

受 容 を 示 し て お り 、こ の 矛 盾 を ど う 解 釈 す る か が 問 題 と な る 。塩 野 谷 (1995)

は 双 方 が 「 道 具 主 義 」 に よ っ て 解 決 可 能 で あ る と 考 え た 。  

 そ れ で は 、シ ュ ン ペ ー タ ー が『 主 要 内 容 』の 執 筆 ま で に ど の よ う な 経 緯 を

辿 っ た の か を 概 観 し た い 。 彼 は ウ ィ ー ン 大 学 に お い て 、 古 典 派 や 歴 史 学 派 、

そ し て 限 界 主 義 者 ら の 経 済 学 に 出 会 っ た (マ ク ロ ウ ｐ .51)。彼 の 在 学 中 に は 、

い わ ゆ る 方 法 論 争 は 既 に 下 火 と な り ,総 括 の 時 期 を 迎 え つ つ あ っ た 。 歴 史 学

派 の 中 心 的 人 物 で あ っ た M・ ヴ ェ ー バ ー は 1903 年 か ら 1906 年 ま で 「 ロ ッ

シ ャ ー と ク ニ ー ス 」(Weber 1903-1906)を 執 筆 し て 古 い 歴 史 学 派 の 問 題 点 を

指 摘 し 、 1904 年 に は 「 社 会 科 学 と 社 会 政 策 に か か わ る 認 識 の 『 客 観 性 』」

(Weber 1904)に お い て 社 会 科 学 的 方 法 と 研 究 者 の 関 心 に 関 す る 問 題 を 、 そ

し て 1906 年 に は 「 文 化 科 学 的 論 理 の 領 域 に お け る 批 判 的 諸 研 究 」 (Weber 
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1906)に お い て 、 歴 史 学 に お け る 「 価 値 分 析 」 の 重 要 性 を 議 論 し て い た 4。  

シ ュ ン ペ ー タ ー は オ ー ス ト リ ア 学 派 の フ ォ ン・ベ ー ム ＝ バ ヴ ェ ル ク の ゼ ミ

に お い て 、ベ ー ム の 静 学 的 経 済 学 と マ ル ク ス 主 義 者 の 動 的 な 経 済 学 と の 論 争

に も 触 れ た 。こ こ で 、ベ ー ム の 中 心 的 議 論 で あ っ た「 利 子 」や 、マ ル ク ス 主

義 が 関 心 を 寄 せ る「 恐 慌 」5に つ い て の 問 題 意 識 を 身 に 付 け た 。シ ュ ン ペ ー タ

ー は 力 学 の ア ナ ロ ジ ー を 用 い た 純 粋 経 済 学 で は「 恐 慌 」の 様 な 歴 史 的 な 問 題

の 解 明 に 適 さ な い こ と を す で に 知 っ て い た 6。 ワ ル ラ ス 流 の 抽 象 理 論 は 経 済

シ ス テ ム の 作 用 の 理 解 に 必 要 で あ る が ,実 際 の 現 象 を 説 明 す る た め に は ,な ぜ

利 子 や 恐 慌 が 発 生 す る の か と い う「 原 因 」の 説 明 を 含 む 歴 史 的 な 問 題 も 検 討

し な け れ ば な ら な い 。 つ ま り 恐 慌 や 利 子 現 象 の 検 討 は ,同 時 に 方 法 論 争 の 総

括 の 問 題 に も 関 与 し て い る こ と に な る 。吉 田 (1974)も 指 摘 し た よ う に 、ヴ ェ

ー バ ー が 歴 史 学 派 の 側 か ら 方 法 論 争 を 融 和 し よ う と し た の に 対 し ,純 粋 経 済

理 論 (静 学 )を 支 持 し て い た シ ュ ン ペ ー タ ー (1908)は 事 実 報 告 や 記 述 的 研 究

か ら の ア プ ロ ー チ  7 を , 新 し い 理 論 体 系 ( 動 学 ) を 構 築 す る た め の 基 礎

(Schumpeter[1908], 訳 /下 , pp.387-388)と し て 包 摂 す る こ と を 目 指 し て い

た 。  

こ う し た 問 題 意 識 を 持 っ て ウ ィ ー ン 大 学 を 出 た シ ュ ン ペ ー タ ー は 1906 年 、

遊 学 の た め ヨ ー ロ ッ パ 各 地 を 訪 れ た 。ま ず は ボ ン 大 学 に お い て「 国 家 学 」の

夏 季 セ ミ ナ ー を 受 け 、シ ュ モ ラ ー や ゾ ン バ ル ト と 言 っ た 新 歴 史 学 派 と 知 己 と

な る 。し か し 、R・L・ア レ ン に よ る と 、そ こ で 直 面 し た 理 論 へ の 不 寛 容 に 反

感 を 覚 え て 最 初 の 著 書 の 執 筆 を 決 意 し た (Allen p.59)と い う 。 そ し て パ リ を

経 て 、 同 年 の 秋 に 英 国 ロ ン ド ン を 訪 れ た シ ュ ン ペ ー タ ー は ,LSE に て 社 会 学

科 の 講 義 を 受 け て い る 。そ し て 1907 年 の 暮 れ ま で ロ ン ド ン に 滞 在 し た 後 カ

イ ロ に 渡 り 、 1908 年 の 春 に 、 当 地 で 『 本 質 と 主 要 内 容 』 を 完 成 さ せ た 。  

そ の 後 、ウ ィ ー ン の 私 講 師 を 経 て チ ェ ル ノ ヴ ィ ッ ツ 大 学 の 講 師 に 就 任 し た

シ ュ ン ペ ー タ ー は 当 地 で『 経 済 発 展 の 歴 史 』を 執 筆 し 1911 年 の 晩 秋 に 同 書

を 完 成 さ せ る 。彼 が 名 声 を 得 た 同 書 の 構 想 に お け る ア イ デ ア は 1905 年 の ベ

ー ム・ゼ ミ に お け る 議 論 が 基 に な っ て お り 8、1907 年 に は ア イ デ ア の 幾 つ か

は 形 と な っ て い た と い う 9。  

 

３ .2 シ ュ ン ペ ー タ ー を 取 り 巻 く プ ラ グ マ テ ィ ズ ム  

 こ こ ま で『 経 済 発 展 の 理 論 』に 至 る ま で の シ ュ ン ペ ー タ ー の 足 取 り を 追 っ

て き た が 、そ れ で は 当 時 、プ ラ グ マ テ ィ ズ ム は ど の よ う に ア カ デ ミ ッ ク で 受

容 さ れ て い た の で あ ろ う か 。 W・ ジ ェ イ ム ズ は 1898 年 、 カ リ フ ォ ル ニ ア 大

学 バ ー ク リ ー 校 に て 「 哲 学 の 諸 概 念 と 実 際 的 効 果 」 と い う 講 演 を 行 い 、 C・
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S・ パ ー ス の 「 プ ラ グ マ テ ィ ズ ム 」 に 基 づ く 思 想 を 議 論 し た 。 こ の 講 演 の 後

に「 ア メ リ カ の み な ら ず 、ヨ ー ロ ッ パ の 各 国 で 、こ の 思 想 に 共 鳴 す る 哲 学 者、

思 想 家 た ち が 名 乗 り を あ げ 」(伊 藤 邦 武  2016 p.16)た の で あ り 、結 果 と し て

こ の 思 想 が「 西 洋 の 有 力 な 思 潮 の 一 つ で あ る と い う 評 価 」を 得 た と い う 。し

か し W・ジ ェ イ ム ズ に よ る と 、こ う し た 思 潮 は「 多 く の 相 異 な る 見 地 か ら 起

こ っ た が た め に 、歩 調 の 合 わ な い 言 説 が 多 く 表 れ る 結 果 に 」(James p.7)な っ

た 。こ う し た 流 れ の 中 に ド イ ツ 歴 史 学 派 の マ ッ ク ス・ウ ェ ー バ ー も い た の で

あ ろ う 。 10ウ ェ ー バ ー は 、1904 年 の『 客 観 性 』論 文 や 1906 年 の「 批 判 的 諸

研 究 」に お い て 、た び た び「 プ ラ グ マ テ ィ ッ シ ュ 」と い う 語 を 使 い 、後 者 で

は W・ジ ェ イ ム ズ の「 心 理 学 」を 引 用 し て い る 。ま た 、内 田 芳 明 (1968)は 、

ウ ェ ー バ ー の 歴 史・社 会 学 的 方 法 が プ ラ ー グ マ 論 と し て 特 徴 づ け ら れ る こ と

を 著 作 で 議 論 し て い る 。内 田 は ウ ェ ー バ ー が プ ラ ー グ マ 論 を「 合 理 的 」・「 実

践 的 」に 分 け て い る こ と を 説 き 、後 者 の「 実 践 的 プ ラ ー グ マ 論 」に つ い て は

プ ラ グ マ テ ィ ズ ム か ら の 影 響 も み ら れ る も の の 、ユ ダ ヤ 的・キ リ ス ト 教 的 倫

理 思 想 や カ ン ト の 実 践 倫 理 の 思 想 な ど を 総 括 し て 表 現 す る も の と し て 捉 え

て い る 。  

ウ ェ ー バ ー の 他 に も 、 例 え ば シ ュ ン ペ ー タ ー が LSE の 社 会 学 科 に お い て

受 講 し た「 社 会 調 査 の 諸 方 法 」を 担 当 し た S・ウ ェ ッ ブ も ま た 、プ ラ グ マ テ

ィ ズ ム に 影 響 を 受 け て い た 。彼 の 講 義 シ ラ バ ス に あ る 講 義 内 容 を 見 て み る と 、

ウ ィ リ ア ム・ジ ェ イ ム ズ の 言 葉 と さ れ る「 酵 母 と し て の 偉 人 」と い う 項 目 が

あ る 。こ の 語 は 重 要 な の で 少 し 詳 し く 検 討 し よ う 。ウ ェ ッ ブ の 講 義 で は 将 来

の「 予 測 」に 関 す る 問 題 と し て ,い わ ゆ る 平 均 人 (Average man)の 仮 定 の 下 に ,

直 近 の 未 来 予 測 を 行 い う る 可 能 性 が 検 討 さ れ て い た 。し か し 他 方 で 、政 治 や

経 済 の 歴 史 の 長 期 的 予 測 が 不 可 能 で あ る と い う テ ー マ も 見 ら れ る 。 夫 人 の

B・ウ ェ ッ ブ は ロ ン ド ン 社 会 学 会 報 告 に お い て 「 社 会 調 査 の 諸 方 法 」と い う

報 告 を 行 っ て 居 る が 、そ の 報 告 の 中 で「 我 々 の 科 学 の 範 疇 外 」に あ り 予 測 を

難 し く す る 要 因 と し て ,「 気 候 の 変 動 」 ,「 新 た な 発 明 の 影 響 」 ,そ し て「 偉 人

(Great man)の 出 現 」 な ど が 挙 げ ら れ て い た 。 S・ ウ ェ ッ ブ に よ る LSE の 講

義 シ ラ バ ス で も 取 り 上 げ ら れ て い る こ の「 偉 人 」と い う 言 葉 に つ い て 、ウ ェ

ッ ブ 夫 妻 (1932)は ウ ィ リ ア ム・ジ ェ イ ム ズ か ら の 引 用 で あ る こ と を 明 ら か に

し て い る 。  

     

    … 重 要 な も の は ,そ の 精 神 力 や 倫 理 的 天 性 に お い て ,あ る い は 思 索

や 行 動 に お い て ,あ る い は 文 武 に お い て 例 外 的 な 優 秀 さ を 示 し た

人 々 の 生 で あ る 。こ れ が 全 く 予 想 さ れ ぬ ま ま 一 つ の 社 会 を 転 覆 し ,
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他 の 社 会 を 創 造 す る 事 す ら あ り 得 る 。ウ イ リ ア ム・ジ ェ ー ム ズ は ,

こ の よ う な 人 物 を 社 会 の 酵 母 と 呼 ん だ 。 そ の 人 は ,た と え 自 分 で

そ れ と 知 る こ と が な く と も ,ま っ た く 計 り 知 れ ぬ ほ ど 大 き な 影 響

を 同 時 代 の 社 会 に 及 ぼ し う る の で あ る 。 し か し 思 想 ,情 動 ,パ ー ソ

ナ リ テ ィ の 力 が ど れ ほ ど の 影 響 力 を 持 つ の か 考 察 す る こ と は ,わ

れ わ れ の た だ 今 の 目 的 か ら は 必 要 な こ と で は な い 。こ れ ら の 影 響

因 は い ず れ も ,お よ そ 単 独 に で は な く ,社 会 関 係 や 社 会 関 係 に 織 り

込 ま れ た 制 度 を 創 造 し ,変 形 す る 限 り に お い て の み ,必 然 的 に 社 会

学 の 領 域 に 入 っ て く る の で あ る 。         

(S. Webb and B. Webb [1932], 訳 , p４ ) 

 

つ ま り 偉 人 の 存 在 が「 酵 母 」の 役 割 を 果 た し て 社 会 を 転 覆 し ,「 社 会 関 係 に

織 り 込 ま れ た 制 度 」 に 変 形 を も た ら す も の と さ れ る 。  

ジ ェ イ ム ズ の「 偉 人 」の よ う に 、歴 史 の 流 れ を 人 間 の 知 恵 や 意 欲 の 所 業 と

し て 理 解 す る よ う な 方 法 を 、B・ク ロ ー チ ェ (1916)は「 ヒ ュ ー マ ニ ズ ム 的 歴

史 」、 も し く は 「 プ ラ グ マ テ ィ ッ ク 実 際 主 義 的 歴 史 」 と 呼 ん だ 。 し か し 、 ク

ロ ー チ ェ は こ の 思 想 に 合 理 主 義 的・唯 知 主 義 的 、抽 象 的 、個 人 主 義 的 、心 理

的 歴 史 観 と い う 特 徴 を 充 て 、こ の 歴 史 的 方 法 を「 機 械 的 図 式 」と し て 強 い 論

調 で 非 難 し て い る 。ジ ェ イ ム ズ が 合 理 主 義 や 唯 知 主 義 を 特 に 支 持 し て い る わ

け で は な く 、こ う し た 歴 史 観 も「 歩 調 の 合 わ な い 言 説 」(James 1907)の 中 に

数 え ら れ る で あ ろ う 。し か し プ ラ グ マ テ ィ ズ ム や「 酵 母 と し て の 偉 人 」の 議

論 に 基 づ く「 歴 史 観 」が 当 時「 プ ラ グ マ テ ィ ズ ム 」の 一 分 派 と し て 見 な さ れ

て い た こ と を 示 す も の で あ ろ う 。  

 

4「 プ ラ グ マ テ ィ ズ ム 」 と し て の シ ュ ン ペ ー タ ー 方 法 論 の 再 解 釈  

4.1 道 具 主 義 と プ ラ グ マ テ ィ ズ ム  

 シ ュ ン ペ ー タ ー の 最 初 の 著 書 ,『 本 質 と 主 要 内 容 』 の 目 的 の 一 つ は ,そ の 序

文 に も 記 さ れ て い る 通 り 「 方 法 論 争 」 の よ う な 論 争 の 融 和 に あ っ た

(Schumpeter [1908], 訳 , pp. 20-21)。 シ ュ ン ペ ー タ ー も ヴ ェ ー バ ー に 続 き

「 方 法 論 争 」の 総 括 を 試 み る の で あ る が ,彼 は『 本 質 』に お い て「 自 然 科 学 」

と「 精 神 科 学 (後 に 、新 カ ン ト 派 の 文 化 科 学 と い う 語 に 包 摂 さ れ る )」と い う

二 分 法 に つ い て 、「 事 実 上 決 し て 無 害 で は 無 い 」 (Schumpeter 1908, 訳 /下 , 

p.362)と 批 判 す る 。純 粋 経 済 学 は 方 法 論 上 か ら 見 る と「 自 然 科 学 」で は あ る

が 、そ れ で も「 経 済 学 」は 同 時 に 、内 容 的 に は「 精 神 科 学 」で あ り 、経 済 学

は 両 方 の 領 域 に 跨 っ て い る 11と い う 。で は 、彼 が 参 照 し た 方 法 論 と は 何 だ っ
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た の か 。『 本 質 』を 書 く に あ た っ て ,彼 が プ ラ グ マ テ ィ ズ ム を 採 用 し た と 読 め

る 記 述 が そ の 序 文 に お い て 現 れ る 。  

 

    い う な れ ば ,「 実 用 主 義 的 な 手 法 」(pragmatisches Vorgehen)に よ っ

て ,わ れ わ れ の 判 断 は ,ま っ た く 一 般 的 に そ の 判 断 を 把 握 し よ う と す

る 場 合 よ り も 遥 か に 厳 密 に な る ば か り か ,論 争 の 鋭 さ も 大 い に 減 殺

さ れ ,ま っ た く お の ず か ら 解 消 さ れ る で あ ろ う し ,ま た 双 方 の 当 不 当

が き わ め て 明 ら か に な る で あ ろ う 。私 は さ ま ざ ま な 箇 所 で 殊 更 この

問 題 に 触 れ ,こ れ を い ろ い ろ な 視 覚 か ら 考 察 す る こ と に 努 め よ う 。

(Schumpeter [1908], 訳 /上 , p.21) 

 

 ジ ェ イ ム ズ (1907)は 『 プ ラ グ マ テ ィ ズ ム 』 の 第 1 章 に お い て ,こ の 思 想 が

「 合 理 論 」と「 経 験 論 」の 対 立 の よ う な 、形 而 上 学 的 な 様 々 な 論 争 を 解 決 す

る も の で あ る こ と を 示 し て い る 。よ っ て 、こ の 言 葉 を そ の ま ま プ ラ グ マ テ ィ

ズ ム と 解 す る こ と も 出 来 る 様 に 思 わ れ る の だ が ,こ の 言 葉 が 何 を 示 す か に つ

い て は 議 論 が あ る 。 塩 野 谷 (2005)は ,シ ュ ン ペ ー タ ー の 言 う プ ラ グ マ テ ィ ッ

シ ュ (pragmatisch)が E・マ ッ ハ 流 の「 道 具 主 義 」を 示 し て い る と い う 立 場 を

取 る 。 12こ の 塩 野 谷 の 立 場 は 「 有 力 な 解 釈 」 (佐 々 木  [2018], p.41)と し て 長

く 通 用 し て い た 。13し か し ,本 稿 で は 、代 替 的 な 仮 説 と し て「 プ ラ グ マ テ ィ ッ

シ ュ な 方 法 」を 文 字 通 り 解 釈 し 、プ ラ グ マ テ ィ ズ ム が 彼 の 参 照 し た 方 法 論 で

あ っ た 可 能 性 を 考 え る 。そ の た め に も う 一 度 、塩 野 谷 の「 道 具 主 義 説 」を 詳

し く 吟 味 し よ う 。  

塩 野 谷 (1995)は マ ッ ハ 流 の “道 具 主 義 ”に つ い て 、➀ 理 論 は 有 益 な 結 果 を 導

く た め の 道 具 で あ り 、そ し て ➁ そ れ 自 身 の 真 偽 は 問 わ な い 。と い う 2 点 に 注

目 す る (塩 野 谷 [1995], p.107)。➀ の「 有 益 な 結 果 」と し て は「 予 測 」だ け で

は 無 く 、E・ネ ー ゲ ル の 解 釈 に 依 っ て 、「 説 明 」も ま た 、道 具 主 義 に お け る 理

論 の 役 割 と し て 設 定 す る 。  

塩 野 谷 は 同 時 に ポ ワ ン カ レ の「 約 束 (規 約 )主 義 」と 、「 プ ラ グ マ テ ィ ズ ム 」

に つ い て も 検 討 し 、ボ ー ラ ン ド の 定 義 を 借 り て 、三 者 の 立 場 を 次 に よ う に 論

じ る 。 A)ま ず 一 定 の 目 的 に 対 す る 理 論 の 実 際 的 有 用 性 を 強 調 す る 点 で は 道

具 主 義 と プ ラ グ マ テ ィ ズ ム は 等 し い 。し か し 、B)真 偽 を 問 わ な い 道 具 主 義 に

対 し 、プ ラ グ マ テ ィ ズ ム は 有 用 な 理 論 に つ い て は 真 と し て 認 め る 点 で は 異 な

る 。C)理 論 選 択 に お い て 約 束 上 の 基 準 が 与 え ら れ て い る と す る 点 に お い て 、

規 約 主 義 と プ ラ グ マ テ ィ ズ ム は 等 し い が 、約 束 主 義 で は こ う し た 基 準 に つ い

て 、D)真 偽 判 断 を 行 わ な い 一 方 で 、プ ラ グ マ テ ィ ズ ム で は 真 偽 判 断 を 行 う と
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い う 点 で 両 者 は 異 な る 。し か し 、３ 者 と も「 反 実 在 主 義 」的 で あ る と い う 点 、

観 察 不 可 能 な 理 論 的 仮 説 に 対 し 、存 在 論 的 な 身 分 を 否 定 す る と い う 点 で は 共

通 し て い る と さ れ る (塩 野 谷 1995 p.123)。こ の 分 類 を 持 っ て 塩 野 谷 は シ ュ ン

ペ ー タ ー の 『 本 質 と 主 要 内 容 』 に お け る テ キ ス ト を 分 析 す る の で あ る 。  

ボ ー ラ ン ド の 定 義 で あ る Ｂ )と D)を 見 れ ば 分 か る 通 り 、プ ラ グ マ テ ィ ズ ム

に は 「 有 用 な も の を 真 と す る 」 と い う 極 め て 簡 単 な 定 義 が 与 え ら れ て い る 。

し か し 、プ ラ グ マ テ ィ ズ ム の 真 偽 観 は 、そ れ ほ ど 単 純 な も の と も 言 い 切 れ な

い 。プ ラ グ マ テ ィ ズ ム の 言 う「 真 理 」と は「 観 念 ＝ 実 在 」が 直 接 に 成 立 す る

と こ ろ で 得 ら れ る も の で は な い 。パ ー ス や ジ ェ イ ム ズ が 言 う「 真 理 」と は ,皆

が 「 真 」 と 認 め る こ と に よ り 成 立 し て い る の で あ り ,後 に な っ て 偽 と 判 断 さ

れ う る「 可 謬 性 」を も 認 め る も の で あ る 。ジ ェ イ ム ズ は「 絶 対 的 真 理 」を「 そ

れ に 向 か っ て 集 中 す る に 至 る と 想 像 さ れ る 消 極 点 (vanishing point) 」

(James[1907],原 書 ,pp.222-223, 訳 ,p.223)と 述 べ た 。し か し 山 根 秀 介 (2017)

に よ る と 、「 絶 対 的 真 理 」と は あ る 種 の「 理 想・理 念 」の 様 な も の で あ り ,実

際 に 生 じ る こ と は 不 可 能 で あ る  (山 根 [2017], p.221)。14ま た 、山 根 (2017)に

よ る と ,あ る 観 念 が 真 と さ れ る の は ,そ れ が 「 何 ら か の 形 で 部 分 的 に 実 在 と 一

致 し て お り ,そ の 限 り に お い て 真 で あ る と 言 っ て よ い が ,そ れ が 完 全 な 真 理 で

な い の は ,他 に 無 数 に 存 在 す る 真 理 の す べ て と 整 合 的 で あ る わ け で は な い 」

(山 根  [2017] p.221)か ら で あ る 。 15  

さ ら に ,パ ー ス は 「 真 理 」 と 「 実 在 」 に つ い て ,「 す べ て の 研 究 者 が 結 局 は

賛 成 す る こ と が あ ら か じ め 定 め ら れ て い る 意 味 こ そ ,私 た ち が 『 真 理 』 と い

う 言 葉 で 意 味 し て い る も の で あ り ,こ う し た 意 見 に よ っ て 表 現 さ れ て い る も

の こ そ『 実 在 』に 他 な ら な い 」(Peirce [1877], 訳 , p.99)と 表 現 す る 。魚 津 郁

夫 (2005)に よ る と ,パ ー ス 流 の 真 理 の 探 究 と は 「 疑 念 か ら 始 ま っ て 信 念 に 到

達 し よ う と す る 努 力 」 で あ り ,「 他 の 多 く の 探 究 者 が 同 意 し た と し て も ,さ ら

に 疑 念 が 生 じ る 可 能 性 」(魚 津 [2005], p.88)が あ る 。つ ま り ,先 だ っ て 真 と 認

め ら れ た よ う な 観 念 に つ い て も ,後 に 偽 と な る 可 能 性 を 常 に 含 ん で い る 。  

ま た 、ジ ェ イ ム ズ は「 真 理 」が あ る 種 の「 信 用 組 織 」に よ っ て 成 立 す る と

主 張 す る 。わ れ わ れ の 思 想 や 信 念 は ,「 そ れ を 拒 否 す る も の が 無 い 限 り 」に お

い て「 通 用 」す る の で あ り ,こ れ は ち ょ う ど「 銀 行 手 形 が そ れ を 拒 む 人 の 無 い

限 り 通 用 す る の と 同 じ 」(James [1907],訳 , p.207)で あ る 。そ の 探 求 プ ロ セ ス

と し て の 「 科 学 は ,仮 説 の み を 用 い て ,… 常 に そ れ を 実 験 と 観 察 に よ っ て 検 証

す る こ と に つ と め ,無 限 の 自 己 修 正 と 増 進 へ の 道 を ひ ら く 」 の で あ り ,絶 対 的

真 理 と は「 理 想 的 (ideal)な 消 極 点 」(ibid., p. 223)で あ る 。さ ら に , 実 際 の 生

活 に お け る「 真 理 」の 有 用 性 も ま た ,き わ め て 条 件 付 き の も の で あ り ,「 (あ る
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観 念 が )実 在 と 一 致 す べ き (と い う )我 々 義 務 は ,具 体 的 な 便 宜 と い う 大 密 林

に 根 差 し て 」 (ibid., p.233)い る 。 つ ま り ,あ る 観 念 の 有 用 性 は ,そ の 観 念 が 置

か れ て い る 局 面 に 左 右 さ れ る の で あ る 。  

仮 に プ ラ グ マ テ ィ ズ ム に 有 用 な も の を「 真 」で あ る と す る 基 準 が あ っ た と

し て も 、絶 対 的 な 実 在 に 至 る 点 は 極 限 に し か 存 在 し な い「 理 念 的 」な も の で

あ り 、そ こ に 至 る か ど う か も わ か ら な い 。も し そ う で あ る と す る な ら ば 、プ

ラ グ マ テ ィ ズ ム は 真 偽 判 断 を 一 意 に (有 用 性 と い う 判 断 を 基 盤 と し て )決 定

す る も の で は 無 い 。そ う だ と す る と (ボ ー ラ ン ド ＝ 塩 野 谷 解 釈 に 照 ら す と )道

具 主 義 や 規 約 主 義 を も 包 摂 し う る 、よ り 柔 軟 な 方 法 論 と な る 。つ ま り 道 具 主

義 と プ ラ グ マ テ ィ ズ ム は 分 割 し が た く 、ボ ー ラ ン ド の 定 義 に よ る シ ュ ン ペ ー

タ ー 方 法 論 の 同 定 は 説 得 力 を 失 う 事 に な る 。ま た 、塩 野 谷 は た び た び マ ッ ハ

流 の 「 恣 意 の 経 済 性 」 が シ ュ ン ペ ー タ ー に 見 ら れ る こ と も 指 摘 し て い る (塩

野 谷  p.134)が 、 こ れ も ジ ェ イ ム ズ の 『 プ ラ グ マ テ ィ ズ ム 』 に お い て 言 及 さ

れ て い る 。  

こ う し た 事 情 を 考 慮 に 入 れ て も ,マ ッ ハ 流 の 道 具 主 義 説 は 、 シ ュ ン ペ ー タ

ー が 相 互 依 存 関 係 を 関 数 と し て 記 述 す る 理 論 を 受 容 す る た め ,静 学 上 の 非 現

実 的 な ,様 々 な 仮 定 を 認 め ,そ の 有 用 性 の 方 を 重 視 し た と い う 範 囲 で は 説 得 力

が あ る 。し か し 、道 具 主 義 に よ っ て は ,彼 が『 本 質 と 主 要 内 容 』に お い て「 静

学 」と「 動 学 」の 区 別 を 受 容 し ,さ ら に『 経 済 発 展 の 理 論 』に お い て「 静 態 」,

「 動 態 」と し て こ れ を 発 展 さ せ た 理 由 ま で は 説 明 が さ れ て い な い よ う に 思 わ

れ る 。例 え ば 塩 野 谷 は 以 下 の 五 点 に よ り ,「 静 学 」と「 動 学 」の 区 別 が 道 具 主

義 的 解 釈 に 由 来 す る こ と を 強 調 す る 。  

 

１ ) 歴 史 的 仮 説 は 観 察 可 能 な 現 象 の 世 界 に つ い て の 言 明 で あ り

う る 。  

２ ) 歴 史 的 仮 説 は 観 察 の 及 ば な い 事 実 を 再 構 成 す る 場 合 に は ,経

験 的 テ ス ト を 必 要 と す る が ,理 論 的 仮 説 は 恣 意 的 な 構 成 物 で あ り ,

道 具 的 目 的 を 果 た す こ と が で き れ ば ,そ れ 自 身 真 で あ る 必 要 は な

い 。  

３ ) 歴 史 的 仮 説 は 成 果 と し て の 認 識 を 表 す が ,理 論 的 仮 説 は 単 な

る 方 法 的 な 補 助 物 で あ っ て ,そ れ 自 身 は 何 の 意 味 も な い 。  

４ ) 歴 史 的 仮 説 に 基 礎 を お か な く て は な ら な い が ,理 論 的 仮 説 は

非 現 実 的 で あ っ て も か ま わ な い 。  

５ ) 歴 史 的 仮 説 は 意 見 の 相 異 の 対 象 と な り う る が ,理 論 的 仮 説 に

と っ て は ,現 実 性 は 問 題 で は な く ,有 用 性 の み が 問 題 で あ る 。  
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              (塩 野 谷 [1995], pp. 134－ 135)  16 

 

 し か し ,こ れ を 見 る と マ ッ ハ の 道 具 主 義 に よ り 説 明 さ れ る の は 、 有 用 性 を

基 準 と す る 純 粋 経 済 理 論 の 仮 説 に お け る 恣 意 性 で あ り ,理 論 を 拡 張 し て 「 動

学 理 論 」や「 発 展 理 論 」に 至 っ た プ ロ セ ス を 説 明 し て い な い よ う に 思 わ れ る 。

歴 史 的 過 程 を 含 む「 動 学 」の 理 論 化 に は「 事 実 ― 歴 史 的 な 、狭 義 の 記 述 的 な 、

統 計 的 な 、そ し て ま た 直 接 わ れ わ れ の 周 囲 に 見 ら れ る 事 実 ― を 、手 に は い る

限 り 多 数 観 察 」し 、収 集 し た 事 実 を「 そ の 単 な る 分 類 に よ っ て 可 能 な 以 上 に 、

簡 潔 に 記 述 」(Schumpeter 1908, 訳 , 下 巻 , p.482-483)し な け れ ば な ら な い 。

動 学 の 設 定 に は 記 述 的 な 経 済 史 か ら の 抽 象 が 必 要 で あ り ,シ ュ ン ペ ー タ ー も

動 学 の 素 材 で あ る 経 済 史 に つ い て 、ド イ ツ (歴 史 学 派 )の 著 作 の 中 に ヒ ン ト を

求 め る よ う に 促 し て い る 。  

プ ラ グ マ テ ィ ズ ム は あ く ま で も 「 事 実 に 執 着 」 す る も の で あ り ,経 験 的 事

実 の 方 に 重 点 が 置 か れ て い る が ,他 方 で 「 抽 象 物 が 現 実 的 に … 実 り を 結 ば せ

る も の で あ る 限 り 」  (James [1907], 訳 , p.80)異 議 を と な え る よ う な も の で

は 無 い 。そ の 思 想 は 、そ れ ぞ れ 気 質 の 異 な る「 合 理 論 者 」と「 経 験 論 者 」の

両 者 の 「 要 求 を 満 足 さ せ る こ と の で き る 一 つ の 哲 学 と し て 」 (ibid., p.40)提

唱 さ れ た も の で あ る 。シ ュ ン ペ ー タ ー は「 理 論 」と「 記 述 」に つ い て 、方 法

論 の 違 い だ け で は 無 く 「 異 な る 資 質 と 精 神 的 傾 向 の 持 ち 主 」 (Schumpeter 

1908, 訳 , 上 巻 , p.102)が そ れ ぞ れ を 担 っ て い る こ と を 述 べ て い る 。 プ ラ グ

マ テ ィ ズ ム は ジ ェ イ ム ズ も シ ュ ン ペ ー タ ー も 論 じ て い た 通 り 、様 々 な 方 法 の

対 立 を 無 効 に す る も の で あ り 、双 方 の 適 用 範 囲 を 確 定 す る こ と で 対 立 の 構 図

を 無 効 に し た と 考 え ら れ る が 、そ れ で は「 動 学 理 論 」や「 発 展 理 論 」は ど の

よ う に 「 経 済 発 展 の 理 論 」 に 包 摂 さ れ て い っ た の か 。  

  

4.2 歴 史 的 方 法 と プ ラ グ マ テ ィ ズ ム  

シ ュ ン ペ ー タ ー が LSE に お い て 受 講 し た 、S・ウ ェ エ ブ に よ る 講 義 は 、決

定 論 的 議 論 と「 偉 人 」の 攪 乱 に よ る 歴 史 的 不 確 定 性 の 議 論 を 含 む 。こ の「 偉

人 」の 議 論 は ジ ェ イ ム ズ (1896)の 論 文 集『 信 ず る 意 志 』の 中 の 第 ７ 章「 偉 人

と そ の 環 境 」に 基 づ い て い る 。こ の 議 論 は 歴 史 の 進 化 論 的 解 釈 に お い て 、ダ

ー ウ ィ ニ ズ ム を 援 用 し ,決 定 論 を 特 徴 と す る 古 い 進 化 主 義 理 論 を 克 服 す る 試

み と 見 る こ と が 出 来 る 。  

同 論 文 で ジ ェ イ ム ズ は ,ま ず ス ペ ン サ ー 流 の 決 定 論 を 否 定 す る 。 当 時 流 行

し て い た ス ペ ン サ ー 流 の 哲 学 の 観 点 で は ,あ る 現 象 を 説 明 す る た め に は ,そ の

環 境 に お け る あ ら ゆ る 要 因 を 知 っ て い な け れ ば な ら な い 。例 え ば「 少 年 が 雀
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を 石 で 落 と す 」 と い う 特 定 の 現 象 は ,そ れ が 生 じ た 様 々 な 環 境 要 因 か ら 説 明

さ れ る 。  

 

  ど ん な 些 細 な こ と に し ろ ,何 事 か に 完 全 に 通 暁 す る た め に は ,全 宇 宙 に

つ い て の 知 識 が 必 要 だ ろ う 。 一 羽 の ス ズ メ も ,そ の 墜 落 の 何 ら か の 遠

因 が 銀 河 の う ち に ,わ が 国 の 連 邦 組 織 の う ち に ,さ ら に ヨ ー ロ ッ パ 古 代

史 の う ち に 見 出 さ れ な け れ ば な ら な い な ら ば ,地 に 落 ち は し な い 。 言

い 換 え る な ら ば ,宇 宙 は そ の か ぎ り に お い て 現 在 の あ る と こ ろ の 状 態

と 違 っ た 宇 宙 に な る で あ ろ う 。 (James [1897], 訳 , p. 277) 

 

  も し 宇 宙 が 現 状 と 異 な る 状 態 に あ っ た と す る と ,そ の 特 定 の 瞬 間 に 雀 に 出

会 う 事 も ,石 を 投 げ よ う な ど と い う 心 情 も 起 こ ら な か っ た か も し れ な い 。 ス

ペ ン サ ー は 社 会 を 構 成 す る 様 々 な 要 因 を ,そ れ が 取 り 巻 く あ ら ゆ る 環 境 か ら

説 明 で き る と 考 え る ,「 人 間 行 動 の 予 定 説 」の 立 場 を 取 る 。し か し ,「 知 性 が ,

一 目 見 た だ け で 時 空 の 全 体 を 捉 え る こ と が 出 来 る ほ ど ,全 知 で あ り 偏 在 的 で

あ る 」(ibid., p.279)と い う 事 は あ り 得 ず ,人 間 の 心 は ,「 何 か 注 目 す べ き も の 」

を よ り 分 け ,視 野 を 限 定 し な け れ ば な ら な い 。  

 ジ ェ イ ム ズ に よ る と ,環 境 の み か ら に よ っ て 歴 史 を 説 明 す る こ と は ,科 学 的

精 神 と い う よ り は 「 東 洋 的 宿 命 論 」 (ibid., p.312)で あ り ,ダ ー ウ ィ ン 以 前 の

古 い 進 化 論 に よ っ て 歴 史 を 説 明 し よ う と す る ,「 時 代 錯 誤 的 」 (ibid., p. 323)

な も の で あ る 。 古 い 進 化 論 17 で は 「 変 異 」 と 環 境 に 対 す る 「 適 応 的 変 化

(adaptive change)」(ibid., p.284)と い う 別 個 の 現 象 を 同 じ 系 統 の も の と し て

説 明 し た た め ,目 的 論 的 な 進 化 哲 学 が 形 成 さ れ て し ま っ た 。 す な わ ち ,キ リ ン

の 首 が 長 い 理 由 と は ,高 い と こ ろ に あ る 木 の 葉 を 食 べ る た め で あ り ,目 的 に 応

じ て 適 応 が 働 き ,そ の 形 質 ま で も 変 化 し た こ と に な る (ibid., p.283)。  

し か し ダ ー ウ ィ ン は 実 際 の 現 象 に お け る 原 因 の 多 元 性 を 認 め ,環 境 に 対 す る

「 適 応 」 と い う 現 象 と ,首 が 長 く な る と い う 「 生 物 学 的 」 な 現 象 （ す な わ ち

「 変 異 」）と を ,「 同 じ 標 準 で は 測 れ な い 」(ibid., p.285)異 な る 系 統 か ら 生 じ

た も の と し て 区 別 し た 。 適 応 と は ,い わ ば 「 環 境 に 対 す る 反 射 」 で あ り ,環 境

か ら あ る 程 度 説 明 が 可 能 な 現 象 で あ る が ,他 方 で 「 突 然 変 異 」 の 方 は 微 小 な

生 物 学 上 の 原 理 に 由 来 す る (ibid., p.285)。進 化 と い う 現 象 を 説 明 す る た め に

は 本 来 ,こ れ ら 両 方 の 系 統 の 説 明 を 必 要 と す る の で あ る 。  

そ し て ,社 会 現 象 に お け る「 変 異 」こ そ が ,他 の 主 体 と 異 な る 能 力 を 持 つ「 偉

人 」 で あ る 。  
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偉 人 の 影 響 に よ っ て 環 境 は ま る き り 独 自 で 特 異 な 流 儀 の 変 更 を被

る … 偉 人 が 一 酵 母 の 役 目 を 演 じ ,環 境 の 構 造 を 変 え る の は ち ょ う

ど 動 物 学 上 の 新 種 が , そ れ の 現 れ る 境 域 の 動 植 物 の 均 衡 (the 

faunal and floral equilibrium)を 変 え る の と 同 じ で あ る …  

(ibid., 原 著 p.226 訳  p.288) 

 

 そ し て こ の 偉 人 は ,「 歴 史 」 の コ ー ス を 決 定 づ け る 力 を 持 つ 。  

 

     天 才 の 酵 母 的 影 響 力 は ,社 会 の 進 化 を 形 作 る か ず か ず の 変 化 の う

ち の 一 要 因 と し て 認 め ら れ な け れ ば な ら な い 。社 会 は 多 く の 行 程

を た ど っ て 進 化 し う る 。あ れ こ れ の 酵 母 が た ま た ま 現 れ る こ と に

よ っ て ,社 会 が ど ん な 行 程 を た ど っ て 進 化 す る だ ろ う か が 決 め ら

れ る 。 (原 著 p.227 訳  p.292) 

 

歴 史 の 行 程 は 前 も っ て 定 ま っ て い る も の で は な い 。 し か し ,こ う し た 「 非

決 定 状 態 」(訳  p.293)は ,あ る 程 度 環 境 の 制 約 を 受 け る 。個 人 は「 率 先 権 」や

「 創 始 権 」を 持 つ が (訳  p.295),他 方 で 社 会 環 境 は 個 人 に 対 す る「 拒 否 権 」を

持 つ 。「 個 人 の 推 進 力 が 無 け れ ば 社 会 は 停 滞 」す る で あ ろ う し ,ま た「 社 会 の

共 感 を え な け れ ば 個 人 の 推 進 力 は 死 滅 」(訳  p.295)し て し ま う 。社 会 進 化 の

説 明 に は 「 二 つ の 全 く 違 っ た 因 子 の 相 互 作 用 」 を 考 慮 し な く て は な ら な い 。

第 一 の 因 子 は 「 個 人 で あ っ て ,そ れ 特 有 の 才 の 由 来 す る と こ ろ は 生 理 的 な い

し 前 社 会 的 (infra-social)な 力 の 働 き で あ る が ,率 先 権 や 創 始 権 は す べ て 個 人

の 手 中 に 収 め ら れ て 」い る 。ま た「 第 二 の 因 子 は ,個 人 並 び に 個 人 の 才 を 適 用

す る か ,拒 否 す る か を 決 め る 力 を 持 つ 社 会 環 境 」 (ibid., p.295)で あ る 。 個 人

の 推 進 力 が な け れ ば 社 会 は 停 滞 す る が ,そ の 個 人 は 社 会 の 共 感 を 得 な け れ ば

な ら な い 。 18こ う し て ジ ェ イ ム ズ の 社 会 進 化 論 は 完 結 す る 。 こ の よ う に 、ジ

ェ イ ム ズ の 議 論 は ,進 化 の 概 念 を 考 慮 に 入 れ た ,歴 史 理 論 と い う 事 が 出 来 る 。  

と こ ろ で 、 シ ュ ン ペ ー タ ー が 欧 州 に 遊 学 に 出 る 前 ,マ ッ ク ス ・ ウ ェ ー バ ー

は 1904 年 に 書 か れ た 『 客 観 性 』論 文 に お い て 、 自 然 科 学 の「 実 践 的 価 値 観

点 」に 立 ち 、一 般 的・合 理 的 な 体 系 の 価 値 を 認 め て い る (Weber 1904, pp.102-

103)。そ し て 、既 に 抽 象 的 経 済 理 論 に 対 し て「 市 場 に 依 存 す る 事 象 の 連 関 が 、

実 在 の な か で な ん ら か の 程 度 ま で は た ら い て い る 、と 確 定 ま た は 推 定 さ れ る

場 合 、わ れ わ れ は そ の 連 関 の 特 性 を 、一 つ の 理 念 系 に 照 ら し 、プ ラ グ マ テ ィ

ッ ク (原 文 )に 把 握 で き る よ う に 描 き 出 し 、理 解 さ せ る こ と が 」(ibid., p.112)

で き る と す る 。こ こ で は 、事 象 の 連 関 に 関 す る「 実 在 性 」が 仮 定 さ れ て お り 、
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さ ら に「 理 解 」や「 説 明 」が 成 果 と 見 な さ れ る と い う 道 具 主 義 的 主 張 が さ れ

て お り 、 こ の 「 理 論 」 の 把 握 方 法 も ま た 、『 本 質 と 主 要 内 容 』 と 同 様 の 意 味

で 「 プ ラ グ マ テ ィ ズ ム 」 と し て 解 す る こ と が 出 来 る 。  

し か し ウ ェ ー バ ー は 他 方 で 、こ の 方 法 が そ の ま ま 歴 史 に 適 用 で き な い こ と

も 指 摘 す る 。 シ ュ ン ペ ー タ ー が 遊 学 を 始 め た 1906 年 、ウ ェ ー バ ー は 「 文 化

科 学 的 論 理 の 領 域 に お け る 批 判 的 諸 研 究 」(Weber 1906)に お い て 、歴 史 学 の

課 題 に つ い て「 経 験 的 に 与 え ら れ た 外 的 な 諸 行 為 と そ れ ら の 結 果 を 歴 史 的 に

与 え ら れ た 行 動 の 『 諸 条 件 』 や 、『 目 的 』 と 『 手 段 』 と か ら 理 解 す る こ と に

あ る 」の で あ り 、「『 動 機 の 探 究 』― 別 に 言 え ば 実 際 に『 意 欲 さ れ た こ と 』と

こ の 意 欲 の『 原 因 』の 分 析 ― は 、一 方 で は あ の 歴 史 研 究 ら し か ら ぬ プ ラ グ マ

理 論 (原 文 )に 陥 ら ぬ た め の 手 段 で あ り 、し か し 他 方 で は『 歴 史 的 な 関 心 』が

そ こ か ら 出 発 す る 主 要 な 起 点 の 一 つ な の で あ る 」 (ibid., 訳 ,注 [6], p.170-

171)と 述 べ る 。内 田 芳 明 (1968)は 、こ の 引 用 に 出 て く る「 歴 史 研 究 ら し か ら

ぬ プ ラ グ マ 理 論 」が 、パ ー ス や ジ ェ イ ム ズ の「 ア メ リ カ 的 プ ラ グ マ テ ィ ズ ム 」

を 指 す と 考 え る 。そ れ で は プ ラ グ マ テ ィ ズ ム は 歴 史 研 究 に は 応 用 不 可 能 な の

か と 言 う と 、そ う い う わ け で も な い 。さ ら に 同 書 を 先 に 進 め る と 、ウ ェ ー バ

ー は 、歴 史 家 E・マ イ ヤ ー が 人 間 の「 自 由 意 思 」や「 非 合 理 性 」を 強 調 し す

ぎ て い る こ と を 示 し 、 次 の よ う に 述 べ て い る 。「 人 間 の 行 動 は こ れ 程 純 粋 に

合 理 的 に は 解 さ れ 得 な い と い う こ と 、 事 実 に つ い て の 人 間 の 非 合 理 な 偏 見 、

思 い 違 い 、そ し て 誤 認 の み な ら ず 、気 質 と か 気 分 と か 激 情 と か も ま た 人 間 の

自 由 を か き 乱 す と い う 事 、 し た が っ て 彼 の 行 動 も ま た 、『 自 然 現 象 』 の よ う

な 経 験 上 の 無 意 味 さ を 持 つ と い う こ と 、こ の こ と は ま さ に 、純 粋 に プ ラ グ マ

テ ィ ッ シ ュ な 歴 史 学 (原 文 )の 不 可 能 性 の 条 件 」(p.31-32)と な る 。つ ま り 、自

由 意 思 を 非 合 理 な も の と 見 な し た り 、激 情 の よ う な そ も そ も 非 合 理 的 な も の

を 強 調 し す ぎ る と 、「 人 間 行 為 の 動 機 」 か ら 因 果 連 関 を 捉 え る と い う 純 粋 に

プ ラ グ マ テ ィ ッ ク な 歴 史 学 が 成 立 し な い と い う の で あ る 。内 田 (1968)は こ れ

を 、ウ ェ ー バ ー 独 自 の「 プ ラ ー グ マ 的 方 法 」と し て 独 自 の 観 点 か ら そ の 後 の

ウ ェ ー バ ー の 著 作 を 論 じ て い る 。  

 

4.2 プ ラ グ マ テ ィ ズ ム と 経 済 発 展 論  

ジ ェ イ ム ズ の 議 論 と ウ ェ ー バ ー の 議 論 に ど れ ほ ど の 関 連 が あ る か は 未 だ

解 明 さ れ て い な い 課 題 で あ り 、は こ こ で は 問 題 と し な い が 、両 者 の「 プ ラ グ

マ テ ィ ズ ム 」と「 プ ラ ー グ マ 的 方 法 」を シ ュ ン ペ ー タ ー の「 発 展 理 論 」に 見

出 す こ と は 難 し い こ と で は 無 い 。  

ジ ェ イ ム ズ に よ る 社 会 進 化 の 図 式 は ,シ ュ ン ペ ー タ ー の 「 発 展 」 観 と ほ ぼ
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正 確 に 重 な る も の で あ る 。例 え ば シ ュ ン ペ ー タ ー が『 経 済 発 展 の 理 論 』初 版

(1912)の 第 7 章 は ,環 境 理 論 (Milieutheorie)19に 対 す る 反 駁 か ら 始 ま る 。し か

し こ の 環 境 理 論 が ど う い っ た も の か に つ い て ,こ れ ま で ほ と ん ど 議 論 さ れ て

こ な か っ た 。彼 は ,「 経 済 発 展 が 現 実 に 存 在 す る 」(Schumpeter[1912], 訳 , p. 

431)こ と を 強 調 し つ つ ,環 境 理 論 に つ い て 以 下 の 様 に 述 べ る 。  

 

こ の 観 点 (静 学 的 立 場 ： 筆 者 )よ れ ば ,経 済 は つ ね に ,そ の 時 々 に 与

え ら れ た 社 会 的 ,地 理 的 ,民 俗 学 的 ,一 般 文 化 的 な 環 境 に 異 議 的 に

適 応 し て い る の で あ っ て ,そ れ が 変 化 す る の は ,こ れ ら の 環 境 的 要

因 自 体 が 変 化 す る と き だ け ,ま た そ の 限 り に お い て で あ る 。経 済 的

発 展 の 原 因 と 駆 動 力 も ま た ,経 済 に と っ て 前 提 で あ る と 同 時 に 条

件 で あ る こ の 環 境 の な か に 存 在 し て い る こ と に な る 。言 い 方 を 変

え る な ら ば ,経 済 そ れ 自 体 の な か か ら 生 じ た よ う な ,固 有 な 意 味 で

の 経 済 発 展 と い う も の は 存 在 せ ず ,す べ て が 一 体 と な っ た 発 展 ,あ

る い は … 経 済 の 世 界 を も 変 化 さ せ る よ う な 経 済 外 的 な 社 会 的 発

展 が 存 在 す る だ け で あ る 。 (ibid., p.431) 

 

『 信 ず る 意 思 』 の 内 容 に 即 し て 考 え れ ば ,こ の 環 境 理 論 が 何 を 指 し て い る

か は 明 ら か で あ る 。 純 粋 経 済 理 論 は 経 済 主 体 が ,そ れ を 取 り 巻 く 環 境 に 対 し

て 反 応 す る 様 式 を 記 述 す る も の で あ り ,経 済 に お け る 環 境 決 定 論 で あ る 。 主

体 の 行 動 を 分 析 ,予 測 し た い 場 合 ,環 境 を す べ て 列 挙 す る こ と で 「 問 題 は 解 く

こ と が で き る だ け で な く ,そ の 解 の 一 意 性 も 厳 密 に 示 さ れ る 」(ibid., p.427)。

多 く の 経 済 現 象 は 実 際 に 「 適 応 的 」 で あ り ,静 態 的 方 法 は 「 経 済 の 科 学 的 基

礎 」 で あ っ て ,こ の 見 方 は 「 抽 象 的 構 成 物 と し て 正 当 化 さ れ る だ け で は な く

不 可 欠 な も の 」 (ibid., p.432)と さ れ る 。 し か し ,最 良 の 学 者 も 支 持 す る こ う

し た 見 方 は「 発 展 の 現 象 に 関 す る 理 論 家 の 沈 黙 の 根 底 」(ibid., p.432)を 成 す

も の と な る 。 す な わ ち ,も っ と も よ い 理 論 家 で さ え も ,発 展 の 問 題 に は 口 を 閉

さ ざ る を 得 な い 。  

 で は 、 発 展 の 抽 象 化 で あ る 動 態 的 理 論 を ど の よ う に 考 え る べ き だ ろ う か 。

彼 は 『 景 気 循 環 論 』 (1932)に お い て ,両 者 の 関 係 を 以 下 の 様 に 論 じ て い る 。  

 

    例 え ば 犬 の 組 織 体 を 取 り 扱 う と き に は ,観 察 さ れ る も の の 説 明 は

容 易 に 二 つ の 部 門 に わ か れ る 。わ れ わ れ は 犬 の 体 内 に 進 行 し て い

る 生 命 過 程 (process of life),た と え ば 血 液 の 循 環 ,そ の 消 化 器 官 と

の 関 係 な ど に 興 味 を 持 つ か も し れ な い 。し か し … こ の こ と は 犬 と
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い う も の が 一 体 ど う し て 存 在 す る よ う に な っ た か を 記 述 す る こ

と に も 理 解 す る 事 に も な ら な い だ ろ う 。 明 ら か に ,こ の 場 合 わ れ

わ れ は 淘 汰 と か ,突 然 変 異 と か ,一 般 的 に い っ て 進 化 と い う よ う な

異 な っ た 事 実 と 概 念 と を 含 ん だ 別 の 過 程 に 当 面 し て い る 。  

                   (Schumpeter[1939], 原 書 , pp.36-37, 訳 , p.51) 

 

通 常 の「 生 命 過 程 」,す な わ ち「 静 態 」に お い て 示 さ れ る の は「 循 環 」で あ

り ,内 的 シ ス テ ム は 相 互 依 存 し て お り ,関 数 関 係 で 表 す こ と が 出 来 る 。 仮 に 環

境 に お い て 変 化 が 生 じ れ ば ,そ れ は 与 件 の 変 化 と な っ て 「 適 応 的 」 に 新 た な

均 衡 へ と 向 か う 。20し か し ,こ れ は な ぜ 犬 が こ の よ う な 形 に な っ た の か は 説 明

し な い 。21そ こ に 必 要 な の は ,「 進 化 」と い う 別 の 説 明 で あ る 。動 態 的 現 象 を

扱 う た め に は ,ジ ェ イ ム ズ 流 の 社 会 進 化 論 と 同 じ く ,経 済 発 展 に 影 響 を 与 え る

原 因 ,す な わ ち「 酵 母 (ferment)」と し て の「 偉 人 」が ,純 粋 経 済 学 と は 別 の 系

統 の シ ス テ ム と し て ,経 済 体 系 の 内 部 に 見 い だ さ れ な け れ ば な ら な い 。 そ し

て ,静 態 を 攪 乱 さ せ る 主 体 と し て シ ュ ン ペ ー タ ー が 見 い だ し た も の こ そ が

「 企 業 者 」 に よ る 「 創 造 的 反 応 」 で あ る 。  

シ ュ ン ペ ー タ ー は 「 企 業 者 」 の 行 動 が ,「 人 種 的 に 同 質 な 人 口 の 間 で は ,お

そ ら く 他 の 身 体 的 特 性 と ま っ た く 同 じ よ う に 分 布 」(Schumpeter [1926], 訳

/上  p.216 n)し て い る も の と し て ,こ れ が「 遺 伝 的 」な 系 統 の 要 因 で あ る と す

る 。企 業 者 が 起 こ す「 創 造 的 反 応 」と は ,「 関 連 す る す べ て の 事 実 を 完 全 に 承

知 し て い る 観 察 者 の 視 点 か ら す れ ば ,必 ず 事 後 的 に 理 解 で き る が ,事 前 に は 絶

対 と い っ て い い ほ ど 理 解 さ れ な い 」 も の で あ り ,「 既 存 事 実 か ら 推 論 す る 普

通 の や り 方 で は 予 測 」出 来 な い (Schumpeter [1947], p.88)。創 造 的 反 応 に よ

っ て「 そ れ 以 降 の 事 象 の 進 路 と そ の『 長 期 的 』結 果 が 決 定 」さ れ る 。そ し て

「 そ れ が 無 か っ た な ら ば 生 じ て い た で あ ろ う 状 況 か ら こ の 新 た な 状 況 へ 橋

渡 し す る こ と は 出 来 ず 」,「 い か な る 決 定 論 的 信 条 も ,決 し て 役 に は 立 た (ibid, 

p.89)」な い 。こ の よ う に ,物 理 的 環 境 が 歴 史 的 経 路 を 決 定 す る と い う 機 械 論

的 決 定 論 を ,「 変 異 」 に 相 当 す る 「 偉 人 」 が 攪 乱 し ,そ の 後 の 歴 史 的 コ ー ス を

決 定 す る と い う ジ ェ イ ム ズ の 議 論 と ,シ ュ ン ペ ー タ ー の 「 発 展 理 論 」 は 同 じ

構 造 を 持 つ も の で あ る と 言 え る 。  

前 節 で も 論 じ た 通 り ,彼 が「 静 態 」・「 動 態 」の 方 法 論 的 区 別 を 導 入 し た 理 由

は ,経 済 発 展 と い う 「 実 際 に 存 在 」 す る (が ,時 間 を 通 じ て 変 化 す る )現 象 に 対

し ,多 元 的 な 要 因 を 認 め ,作 業 仮 説 と し て 両 者 の 方 法 の 有 用 性 を 認 め つ つ ,そ

の 具 体 的 な 帰 結 を 明 ら か に す る こ と に よ り 「 明 晰 」 に し よ う と い う ,プ ラ グ

マ テ ィ ズ ム の 適 用 に あ っ た と 言 え る 。 そ し て ,ジ ェ イ ム ズ の 影 響 下 に あ っ た
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シ ュ ン ペ ー タ ー が 歴 史 と 理 論 を 統 合 し ,経 済 の 軌 道 を 変 更 す る 要 因 と し て の

「 社 会 の 酵 母 」た る「 企 業 者 」を 見 出 し た と 考 え る こ と は ,き わ め て 自 然 な こ

と で あ る よ う に 思 わ れ る 。大 野 (1971)も 示 し て い る よ う に 、シ ュ ン ペ ー タ ー

の 理 論 は「 歴 史 的 進 化 」や「 歴 史 的 仮 説 」を 扱 い 得 る も の と し て 構 築 さ れ た

「 進 化 的 」な 歴 史 理 論 で あ っ た 。ジ ェ イ ム ズ の 議 論 は シ ュ ン ペ ー タ ー の 目 指

し て い る も の と 合 致 す る の で あ る 。  

 さ ら に ,シ ュ ン ペ ー タ ー は『 本 質 と 主 要 内 容 』で は 因 果 関 係 の 追 求 を 避 け 、

関 数 関 係 に の み 議 論 を 集 中 す る と い う 方 法 論 上 の 観 点 か ら 行 い 得 な か っ た 、

企 業 者 の「 動 機 の 解 明 」を『 経 済 発 展 の 理 論 』に お い て 試 み て い る 。こ れ は

ウ ェ ー バ ー 独 自 の 歴 史 的 方 法 論 、純 粋 に プ ラ グ マ テ ィ ッ シ ュ な 歴 史 学 に 由 来

し て い る の で は な い か と 考 え ら れ る 。こ こ で は「 動 機 」と「 結 果 」の 分 析 に

よ る 、人 間 行 動 の 歴 史 的 因 果 連 関 (内 田 1968, p.13)を 明 ら か に す る こ と が 歴

史 学 の 方 法 と さ れ る 。  

ク ロ ー チ ェ の 例 に も あ る 通 り 、当 時 の 歴 史 学 に お い て 、プ ラ グ マ テ ィ ッ ク

実 際 主 義 的 歴 史 と 言 っ た も の が 議 論 さ れ て い た 。ア メ リ カ の プ ラ グ マ テ ィ ズ

ム の 影 響 を 受 け つ つ も 、ク ロ ー チ ェ が 論 じ た 歴 史 学 の よ う に 、そ の「 派 生 物 」

と し て 、ウ ェ ー バ ー の 歴 史 学 を 位 置 づ け ら れ る 可 能 性 も あ る 。し か し 当 時 の

時 代 背 景 に お け る 歴 史 学 と プ ラ グ マ テ ィ ズ ム の 全 体 的 な 関 係 に つ い て は 不

明 な 点 が 多 く 、 さ ら な る 研 究 が 必 要 で あ る 。  

 

4. お わ り に  

 シ ュ ン ペ ー タ ー は「 道 具 主 義 」を『 経 済 分 析 の 歴 史 』等 で 明 示 的 に 示 し て

お り 、塩 野 谷 の 道 具 主 義 解 釈 は 非 常 に 有 力 な 仮 説 と し て シ ュ ン ペ ー タ ー 研 究

者 の 間 で も 受 容 さ れ て き た 。し か し こ の 説 が あ ま り に 有 力 で 、新 た な 仮 説 が

出 て こ な い と す れ ば 、 そ れ も 残 念 な こ と で あ ろ う 。  

本 項 の 議 論 で は 、ウ ェ ー バ ー と プ ラ グ マ テ ィ ズ ム の 関 係 や 、当 時 の 歴 史 学

に よ る プ ラ グ マ テ ィ ズ ム の 応 用 が ど の よ う に 行 わ れ て い た か を 議 論 で き な

か っ た 。本 研 究 の 行 く 手 に は 課 題 が 山 積 し て お り 、な か な か 全 体 像 が 明 瞭 に

表 れ て こ な い 。し か し こ の 研 究 を 出 発 点 と し て 、シ ュ ン ペ ー タ ー と 当 時 の「 理

論 」・「 歴 史 」の 双 方 に お け る 認 識 論 的 、方 法 論 的 な 背 景 に 関 す る さ ら な る 研

究 を 進 め 、 知 識 を 蓄 積 し て 、 よ り 精 度 の 高 い 議 論 が 出 来 る よ う 努 め た い 。  
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1  例 え ば 大 野 忠 男 (1971)は ,シ ュ ン ペ ー タ ー が 「 ド イ ツ 歴 史 学 派 の 子 」 (大 野 [1971],  p.82)

で あ り ,シ ュ モ ラ ー の 歴 史 的 方 法 か ら の 強 い 影 響 を 指 摘 す る 。 ま た ,吉 田 昇 三 (1974)は ,彼

が オ ー ス ト リ ア 学 派 の 影 響 の 下 ,理 論 に 立 脚 し つ つ 論 争 の 超 克 を 目 指 し た と 考 え ,歴 史 学 派

の 直 系 で あ る M・ ヴ ェ ー バ ー と の 比 較 を 行 っ て い る 。  
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3  『 経 済 分 析 の 歴 史 』 参 照 (Schumpeter [1954],  訳 /下 ,  p.157) 

4  塩 野 谷 (1995)は 、「 マ ッ ク ス ・ ウ ェ ー バ ー の 方 法 論 も ま た 方 法 論 争 を 解 決 す る た め の 試

み で あ っ て 、 新 カ ン ト 派 と り わ け ハ イ ン リ ッ ヒ ・ リ ッ ケ ル ト の 認 識 論 と 深 い 関 係 を 持 っ

て い る 」 の で あ り 、「 新 カ ン ト 派 は 自 然 科 学 と は 異 な る 文 化 科 学 な い し は 歴 史 科 学 の 可 能

性 を 主 張 し 、 ド イ ツ 歴 史 学 派 の 接 近 に 対 し て 哲 学 的 ・ 認 識 論 的 基 礎 」 (塩 野 谷 1995,  

pp.236-237)を 与 え よ う と し た と い う 。  

5  シ ュ ン ペ ー タ ー は 『 経 済 発 展 の 理 論 』 第 2 版 の 序 に お い て ,同 書 の 構 想 が 1905 年 に 「 恐

慌 」 の 問 題 と と も に 始 ま っ た こ と を 示 し て い る 。  

6  吉 田 (1974)に よ る と ,1906 年 ,ウ ィ ー ン 大 学 在 学 中 に 書 い た 論 文 「 理 論 経 済 学 の た め の 数

学 的 方 法 」 に お い て シ ュ ン ペ ー タ ー は 「 国 家 科 学 の 多 く の 領 域 に と っ て 歴 史 的 観 察 の 必

要 な こ と が 否 定 さ れ な い の は ,理 論 的 研 究 に よ っ て 社 会 政 策 上 の 意 見 を き め る こ と の 必 要

性 が 予 断 さ れ な い こ と と 同 じ 」 ,「 他 の も の ,た と え ば ,経 済 ,恐 慌 ,信 用 な ど は ,数 量 的 で は な

く ,純 粋 理 論 の 思 索 過 程 の 礎 石 と は な ら な い 」 ,「 演 繹 に は ,い つ も ,出 発 点 の 帰 納 が 先 行 し

な け れ ば な ら な い 」 な ど と 述 べ ,す で に ,純 粋 理 論 以 外 の 問 題 群 を 峻 別 し て い た こ と が 伺 え

る (吉 田 [1974],  pp.52-53)。  

7  こ れ は ,ベ ー ム ・ ゼ ミ 参 加 者 の マ ル ク ス 主 義 者 か ら 影 響 を 受 け た と 思 わ れ る 。  

8  シ ュ ン ペ ー タ ー (1911)『 経 済 発 展 の 理 論 』 初 版 序 文  

9  シ ュ ン ペ ー タ ー (1935)『 経 済 発 展 の 理 論 』 英 語 版 序 文  

1 0  今 野 (2020)に よ る と 彼 の 家 庭 は 英 米 圏 と の 交 流 が 深 く 、 ま た 1904 年 に は 心 理 学 者 ミ ュ

ン ス タ ー ベ ル グ の 招 待 で 、 セ ン ト ル イ ス 万 国 博 覧 会 の 国 際 芸 術 会 議 に 招 待 さ れ 、 渡 米 し て

い る (p.70)。  

1 1  ま た 、 シ ュ ン ペ ー タ ー は 『 経 済 分 析 の 歴 史 』 に お い て 、 新 カ ン ト に つ い て 「 彼 ら は 自

然 の 法 則 と 文 化 的 発 展 の 法 則 と の あ い だ に 、 あ る い は 法 則 の 定 式 化 と 歴 史 的 叙 述 と の 間

に 、 ま っ た く 非 現 実 的 な 分 割 線 を 引 き 、 社 会 諸 科 学 の 大 部 分 が こ の 分 割 線 の 両 側 に 跨 っ

て い る の を 忘 却 し た 」 と 述 べ 、 リ ッ ケ ル ト の 議 論 に 影 響 を 受 け た も の の 名 前 と し て 、 ヴ

ェ ー バ ー を 挙 げ る (Schumpeter  1954, 訳 /下  p.48)。  

1 2  シ ュ ン ペ ー タ ー は ウ ィ ー ン 大 学 で 「 力 学 の 哲 学 と 歴 史 」 と 題 さ れ る 講 義 を 受 講 し て お

り ,同 講 義 で は マ ッ ハ が 扱 わ れ た こ と も 伺 わ れ る 。 彼 の 純 粋 理 論 支 持 を 説 明 す る も の と し

て は ,こ の 主 張 自 体 は 妥 当 な も の で あ る 。  

1 3近 年 ,佐 々 木 憲 介 に よ り ,こ の 言 葉 を プ ラ グ マ テ ィ ズ ム と し て 解 釈 す る 可 能 性 も 論 じ ら れ

て い る 。 佐 々 木 (2018)は 真 偽 判 断 の 問 題 を シ ュ ン ペ ー タ ー が 保 留 し て い る と い う 見 解 を

も っ て ,プ ラ グ マ テ ィ ズ ム の 決 定 的 な 影 響 に つ い て は 詳 述 を 避 け た 。  

1 4  山 根 は ,ジ ェ イ ム ズ の 真 理 が 絶 対 的 な も の と い う よ り も 濃 淡 を 持 っ た も の ,す な わ ち 程 度 差 を

許 容 す る も の と し て 説 明 す る p.221 

1 5  こ う し た ジ ェ イ ム ズ の 真 理 観 は ,マ ッ ク ス ・ ヴ ェ ー バ ー の 「 理 念 系 」 の 概 念 と 近 い も の

を 感 じ る 。 し か し 本 稿 で は 紙 幅 の 関 係 上 ,こ の 議 論 に 深 入 り す る こ と を 避 け る 。  

1 6  お そ ら く こ れ ら の 記 述 は ,西 南 学 派 の 二 分 法 を 彷 彿 と さ せ る で あ ろ う 。 し か し ,シ ュ ン ペ

ー タ ー は 『 本 質 と 主 要 内 容 』 で こ う し た 二 分 法 を 否 定 し て い る の で あ る 。  

1 7  こ の 「 古 い 進 化 論 」 に つ い て は ,「 単 線 的 発 展 論 の 超 克 と し て の 初 期 イ ノ ベ ー シ ョ ン 理

論 」（ 2015） か ,も し く は “Schumpeter as a Diffusionist -New interpretation of 

Schumpeter ’s socio-cultural evolution”（ 2015） 参 照 さ れ た い 。 筆 者 は 両 著 作 に お い て ,啓

蒙 主 義 か ら 続 く 進 化 主 義 (Evolutionism)と 呼 ば れ て い る 思 想 を 定 義 し て い る 。  
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1 8  社 会 学 は 本 来「 個 人 」と い う 因 子 を 念 頭 に 置 か な く て は な ら な い が ,当 時 の 社 会 学 は 傑 出

し た「 個 人 」の 役 割 を 軽 視 し て い た 。彼 は 同 書 第 8 章 の「 個 人 の 重 要 性 」に お い て ,以 下 の

様 に 論 じ て い る 。  

    私 個 人 と し て は ,平 均 や 一 般 法 則 や あ ら か じ め 決 定 さ れ た 傾 向 に 関 す る 現 今 の 社

会 学 派 な ら び に 個 人 的 相 異 の 重 要 性 に た い す る 頭 ご な し な 過 少 評 価 を ,き わ め て

有 害 で 非 道 徳 な 宿 命 論 と 見 な さ ざ る を 得 な い 。あ る 社 会 的 均 衡 は ,そ れ が そ う な る

宿 命 に あ る と し よ う 。― そ れ は あ な た の 好 み に 合 う だ ろ う か ,そ れ と も 私 の 好 み に

あ う だ ろ う か 。そ こ に 問 題 の 中 心 が ひ そ ん で お り ,し か も こ の こ と は 平 均 の 研 究 で

は 到 底 決 め ら れ る こ と で は な い の で あ る 。 (James [1897],  訳 ,  p.332) 

1 9  こ の 「 環 境 理 論 」 (Miliutheorie)と い う 語 は ,『 経 済 発 展 の 理 論 』 原 書 の 目 次 に お い て

現 れ る 。 (Theorie der wirstschaftlichen Entwicklung p.XLIX Inhaltsangable).シ ュ ン ペ ー

タ ー は 同 時 に ,成 長 理 論 (Wachstumstheorie)に 対 す る 反 論 も 行 っ て い る 。 彼 が J・ B・ ク ラ

ー ク や ,A・ マ ー シ ャ ル 流 の 成 長 理 論 に 対 す る 反 駁 を 行 っ て い た こ と に 関 し て は ,す で に

様 々 な 議 論 が あ る 。 例 え ば 塩 野 谷 (1995p.196)を 参 照 の こ と 。  

2 0シ ュ ン ペ ー タ ー が 「 経 済 発 展 」 に つ い て ,「 有 機 体 の 生 物 学 的 発 展 」 (す な わ ち 成 長 )と は

「 形 式 的 に も 物 質 的 に も 関 係 を 持 つ も の で は 」 (Schumpeter [1908] ,訳 /上 ,p.316)な い ,と

言 う 理 由 に は ,そ の 体 系 が 進 化 主 義 的 意 味 で の 「 成 長 」 を 表 し て い な こ と を 主 張 し た か っ

た か ら で は な い か 。  

2 1  シ ュ ン ペ ー タ ー は 『 経 済 発 展 の 理 論 』 の 英 語 版 に お い て ,「 静 学 」 と 「 動 学 」 の 区 別 が ,

い わ ゆ る 「 文 化 進 化 論 」 と 「 重 要 な 点 に お い て 類 似 」 し て い る こ と を 指 摘 す る

(Schumpeter [1934],  p. lxiii)。 そ し て ジ ェ イ ム ズ は ,「 社 会 進 化 の 事 実 」 が ,ダ ー ウ ィ ン の

生 物 進 化 理 論 ,す な わ ち 「 変 異 」 と 「 適 応 」 の 理 論 と の 間 に 注 目 す べ き 相 似 関 係 が あ る こ

と を 指 摘 し て い る (James[1907],訳 ,p.276)。  


