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古

典

派

と

新

古

典

派

-
地

代
論
の

観
点

か

ら

1

序

説

地

代

論
に

つ

い

て

は
､

と

く
に

地

代
と

価
格
の

関

係
を

め

ぐ
つ

て
､

ス

ミ

ス

以

来
約

一

世

紀
半
に

わ

た

る

論
争
と
い

う
べ

き

も

の

が

あ
っ

た
｡

論
争
の

中
心

問
題
は

､

｢

高
地

代
は

高
価

椅
の

原

因

な
の

か

あ

る

い

ほ

結
果
な
の

か
+

と

い

う

こ

と
､

あ

る

い

は
､

｢

地

代
は

生

産
費
に

入
る

の

か

入

ら

な

い

の

か
+

と
い

う

点
に

あ

っ

た
｡

古

典
派
は

一

般
に

｢

高
地

代
は

高
価
格
の

結
果
+

で

あ

り
､

地

代
は

｢

価
格
か

ら

生

産
費
を

控
除
し

た

の

ち
の

余
剰
で

あ

る
+

と

主

張
す

る

の

に

対

し
て

､

新
古
典
派
で

は
一

般
に

､

｢

高
地

代

は

高
価
格
の

原

因
+

で

あ

っ

て
､

当

然
の

こ

と

な
が

ら

.｢

地

代
ほ

生

産
費
に

算
入

さ

れ

る
+

と

主

張
す
る

の

で

あ
る

｡

美

濃

口

武

雄

こ

の

よ

う
に

古

典
派
と

新
古
典
派

と

は
､

地

代
論

､

と

り

わ

け

地

代
と

価

棉
と

の

関

係
に

つ

い

て
､

全

く

相

対
立

す
る

立

場
に

あ

っ

た

が
､

今
日

で

は

そ

の

よ

う
な

見
解
の

相

異
は

､

調

和
し

が

た

い

も

の

で

は

な

く
し

て
､

要
す
る

に

地

代

論
を

展
開

す
る

に

際
し

て

の
､

よ
っ

て

立
つ

前
提
条
件
の

ち

が

い
､

ま
た

は

観
点
の

ち
が

い

か

ら

生

じ

た

も
の

で
､

む
し

ろ

地

代

論
に

つ

い

て

の

古
典
派

的

見
解
と

新
古

典
派
的

見

解
と
は

､

地

代
論
を

た
が

い

に

補
完
す
る

関
係
に

あ

る

も
の

と

理

解
さ

れ

て

い

る

の

で

あ
る

｡

と

こ

ろ
で

地

代

論
を

展
附
す
る

際
の

よ
っ

て

立
つ

前
提
条
件

､

あ
る

い

は

観
点
の

相

異
と

は
､

一

､

全

体
と

し

て

の

農

産
物
の

地

代

を

問
題
と

す
る

か
､

あ

る

い

は

特
定
の

農
産
物
の

地

代
を

尚
題
と

す
る

か

と

い

う
こ

と
､

す

J ∂



な

わ

ち

地

代
を
巨

視
的
立

場
か

ら

理

解
す
る

か
､

微
視
的
立

場
か

ら

理

解
す
る

か

と

い

う
こ

と
､

お

よ

び
､

二
､

特

定
の

農
産
物
を

生

産
す
る

土

地

を

問
題
と

す
る

と

し
て

も
､

そ

の

土

地
が

競
合

的
用
途
を

も
つ

か

も
た

な
い

か

の

前
提
条

件
の

ち
が

い

に

あ

る
｡

宙
典
派
.で
は

主
と

レ

て

全

件

と
.

し
て

の

農
業
生

産
物
の

立

場
か

り
ー

叫
つ

･

又

虫
地
.

が

競
合
的
肝

冷
を
.

も
た
.

か
い

と

い

う

前
提
の

下

に

地

代

を

論
じ
た

打

に
.

卸

し
､

新
古

典
派
で

は

特
定
の

農
産
物
の

立

場
か

ら
､

か

つ

又
土

地
が

競
合
的
用

途
を
も

つ

と
い

う

前
提
の

下
で

地

代

論
を

展
開
し

て

き

た

わ

け
で

あ

る
｡

た

だ

こ

の

よ

う
に

､

古

典
派
と

新
古

典
派
の

地

代
論
上
の

論
争

が
､

観
点
の

ち
が

い

あ

る

い

は

よ
っ

て

立
つ

前
提
条
件
の

ち
が

い

と

し
て

整
理
さ

れ
､

理

解
さ

れ

る

に

到
っ

た

こ

と
､

が
ら

び

に

新

古
典
汎
町

立

場
か

ら
の

血
代
鼠
が

確
立

さ

れ

る

に

到
っ

た

こ

と

は
､

( 1 9 ) 古典派と 新古 典 派

共
に

比

較
的
最
近
の

こ

と

で

あ

る
｡

先

ず
新
古
典
派
の

立

場
か

ら

の

地

代
論
に

つ

い

て

い

え

ば
､

ア

イ

デ
ィ

ア

そ

の

も

の

は
､

一

八

七

九

年
､

W
.

S
.

】

e

く
○

ロ
S

.

T
F
e

T
F
e

O
→

y

O
f

P
O
-

i

t

打
巴

E
c

?

ロ

○

ヨ
叫

の

例
の

有
名

な

第
二

版
へ

の

序
文
に

は

じ
ま

る

が
､

こ

れ

を

新

古

典
派

地

代

論
と

し

て

確
立

し

た

の

は
､

一

九
二

一

年
一

二

月
に

初
版
が

出
版
さ

れ

た
､

S
i

l

H
亡

b
e

ユ

H
e

ロ

d
e

言
O

n
.

S

仁

p
p

首

甲
ロ

d

D
e

m
2
ロ

d
-

T
F
e

C
P

m
b
r

i

d

笥

E
c

O

冒
m
打

H
P

ロ

d

b
0

0

打
s
･

で

あ

り
､

こ

こ

に

古

典
派
の

タ

ー

ミ

ノ

ロ

ジ

ー

と

し

て

の

e

邑
e
･

■

n
s
小

く
e

ヨ
賀
g

i

ロ

と
ー

n
t

e

ロ
S

i

く
e

m
胃
管
ロ

に

加

え

て
､

第
三

の

限

界
と

し

て

の

m
賀
粥

-

n

O
叫

t

【

P

ロ
S
f

e

r

e

ロ

C

2

〔

移
転
限

界
〕

と
い

う

概

念
が

新
た

に

登

場
す
る

｡

さ

ら

に

お

く
れ

て
一

九
二

九

年
に

は
､

D
p

2 .

e
-

甲
山

宍

訂
コ

P

ロ

が

エ

コ

ノ
､

､

､

カ

誌

上

に
､

:

T
F
e

H
訂
･

t

O
り

訂
巴

卜
勺
勺
r

O

宍
F

t

O

R
e

ま
P

n

d

勺
【

訂
e

T
h
e

O
【

y
:

-

と

い

う

論
文
を

発

表
し

､

こ

こ

に

お

い

て

古

典
派
地

代
論
と

新
古

典
派

地

代

論
と

が

相
対

立

す

る

も
の

で

は

な

く
し

て
､

両

者
が

一

見
調

和

し
が

た

い

結
論
を

下

す
の

は
､

前

提
条

件
や

観
点
の

ち
が

い

に

よ

る

の

で

あ

っ

て
､

本

来
､

両

者
は

地

代

論
上

補
完
的
関
係
に

あ

る

も
の

と
し

て

理

解
す
べ

き

だ

と
い

う
､

い

わ

ば

地

代
論
上
の

綜
合

を
は

た

し

た

の

で

あ

る
, や

ブ

キ
ャ

ナ

ン

は

以
上

の

よ

う
な

綜
合

を

は

た

す
と

共
に

､

彼

訂
新
古

典
派

地

代
論
を

展
開
し
て

雷
､

こ

こ

で

先
に

ヘ

ン

ダ

ー

ソ

ン

が

移
転

限

界
と

名
付

け
た

も
の

を
､

彼
自
身
の

言

葉
で

p

岩
d

宍
t

(

F
P

ロ

思
n

g

m
買
g

F

〔

生

産
物
変
更

限

界
〕

と

命
名
し

て

い

る
｡

ヘ

ン

ダ

ー

ソ

ン

と

の

プ

ラ

イ

オ

リ

テ

ィ

に

つ

い

て

は
､

ブ

キ

ャ

ナ

ン

白
身
は

先
の

論
文
の

脚
注
の

と
こ

ろ
で

､

こ

の

第
三

の

限

界
概

念
は

す
で

に
一

九
二

一

年
の

三

月
､

つ

ま

り
ヘ

ン

ダ

ー

ソ

ン

に

先

立
つ

こ

と

九
ケ

月

前
に

慶
応
大

学
の

β
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三

田

学
会
誌
に

発
表
し
て

い

る

旨
強
調
し

て

い

る

が
､

日

本
の

学

会
に

先
に

発
表

し

た

た

め

も
あ

ろ

う
､

一

般
に

は
､

ヘ

ン

ダ

ー

ソ

ン

の

プ

ラ

イ

オ

リ

テ

ィ

が

認
め

ら
れ

て

い

る

よ

う
で

あ

る
｡

た

と

え

ば
ジ

ョ

ン

･

ロ

ビ

ン

ソ

ン

は
､

一

九
三

三

年
の

『

不

完
全

競
争

の

経
済
学
』

の

第
八

草
｢

地

代
に

関

す
る

余
論
+

の

な

か

で
､

マ

ー

シ

ャ

ル

の

準
地

代
を
ふ

く

む

古

典
派

地

代
論
の

今
日

的
定

義
､

す

な
わ

ち

｢

地

代
と

は

要
素
単
位
を

特
定
の

限

ら
れ

た

用

途
に

就

業
さ

せ

て

お

く
た

め
に

必

要
な

所
得
を
こ

え

る

余

剰
で

あ

る
+

､

を

初
め

て

与

え

た

の

で

あ
る

が
､

そ

こ

で

は

も
っ

ば

ら

新
古

典
派

地

代

論
の

確
立

者
と

し

て
､

ヘ

ン

ダ

ー

ソ

ン

に

つ

い

て

の

み

言
及

し
､

ブ

キ

ャ

ナ

ン

に

は

ま
っ

た

く
ふ

れ

て

い

な
い

｡

そ

れ

は

と

も
か

く
と

し

て
､

本

稿
で

は

古
典
派

と

新
古
典
派
の

ち
が

い

を

地

代

論
の

観
点
か

ら

な
が

め
､

同

時
に

限

界
革
命
の

意

義
を

地

代

論
の

立

場
か

ら
の

ぺ

て

み

た

い

と

思
う
の

で

あ

る
｡

な

お

本

稿
は

昨
年
六

月
一

日

に

専
修
大

学
で

行
な

わ
れ

た
､

経

済
学
史
学
会
関
東
部
会
で

の

報
告
を

と

り

ま

と

め

た

も
の

で

あ

る
｡

本
稿
の

原

案
ほ

す
で

に
一

橋
論
叢

､

第
五

八

巻
､

第
五

号
､

一

九

六

七

年
一

一

月

号
で

発
表
ず
み

で

あ

る

が
､

今
回

は

こ

の

原

案
と

な
っ

た

論
文
に

寄
せ

ら

れ

た
コ

メ

ン

ト

や

そ

の

後
の

研

究
で

明

ら

か

に

な
っ

た

こ

と

な

ど

を

含
め
て

､

大
幅
に

改
訂
し

た
｡

一

古

典
派

地

代
論

古

典
派
は

一

般
に

は
､

地

代
は

価
格
の

構
成

要
素
で

は

な
い

と

主

張
す
る

の

で

あ

る

が
､

し

か

し

と

き
に

､

地

代
は

ま

た

生

産
費

に

算
入
さ

れ
､

価
椿
の

一

部
を

な

す

も
の

と
さ

れ

て

い

る
｡

こ

の

二

つ

の

見

解
は

一

見

矛

盾
し

て

い

る

よ

う
に

思
わ

れ

る

が
､

た

だ

そ

れ

ぞ

れ

の

主

張
が

な

さ

れ

る

と

き
の

主

題
に

ち
が

い

が

あ

る
｡

君
わ

ち
､

一

方
は

分

配
論
の

立

場
か

ら
の

主

張
で

あ
り

､

他

方

は

価
値

論
又
は

交

換
の

理

論
の

立

場
か

ら
の

主

張
で

あ
る

｡

こ

の

場
合

､

分

配
に

つ

い

て

は

階

級
間
へ

の

所
得
分

配
の

観
点
か

ら

論

ぜ

ら

れ

た

た

め

に
､

地

代
は

農
業
全
体
に

つ

い

て

問
題
と

さ

れ
､

し

た

が

っ

て

又

土
地

に

関
し

て

は

競
合
的
用

途
の

な
い

場
合
が

想

定
さ

れ

た

の

に

対
し

､

交
換
に

か

ん

す

る

議

論
の

場
合
に

は
､

特

定
の

生

産
物
の

価
格
が

対

象
で

あ

り
､

土

地

ほ
一

般
に

多
く
の

競

′

合
的
用

途
が

あ

る

も

の

と
み

な

さ

れ

て

い

る
｡

ノ丁
し

か

し
､

分
配

と

交
換
の

理

論
に

お

け
る

前
提

条

件
､

観

点

の

ち

が

い

は
､

J
･

S
･

ミ

ル

に

到
っ

て

は

じ

め
て

明

確
に

意
識
さ

れ

た

の

で

あ
っ

て
､

そ

れ

ま
で

は

混

乱
的
に

､

あ
る

い

は

無
意
識
的
に

地

代

と

価
格
に

つ

い

て
､

二

つ

の

見

解
が

あ

ら
わ

れ

て

く
る

｡

ト
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ス
､
､

､

ス

は
､

『

国
富
論
』

の

第
一

編
､

第
六

章
｢

価

格
の

構

成

部
分
+

と

題
す

る
一

章
に

お

い

て
､

[
)

地

代
は

貸
金

･

利
潤
と

共
に

価
格
を

構
成
す

る
一

要
素
で

あ

る

こ

と

を

主

張
し

て

い

も
｢

穀

物
の

価
格
は

そ

の
一

つ

の

部
分
に

よ

っ

て

地

主
の

地

代

を

支
払
い

､

他
の
一

つ

は

こ

れ

を

生

産
す
る

の

に

使
用
し

た

労
働
者
お

よ

び

役

畜
の

賃
金

又
は

生

活
資
料
を

支

払
い

､

第
三

の

部
分
は

農
業
者
の

利
潤
を

支
払
う

｡

こ

れ

ら
の

三

部
分
は

直
接
な
い

し

結
局
は

､

穀

物
の

価
格
全

体

を
つ

り

上

げ
て

い

る

よ

う
に

思

わ

れ

る
｡

+

も
っ

と

も
こ

れ

だ

け
で

は

土

地

に

つ

い

て

競
合
的
用

途
が

あ

る

こ

と

を

前
提
と

し
て

い

る

か

ど

う
か

が

不

明
で

あ

る

が
､

続

く

第
七

草

｢

自
然
価
格
と

市

場
価
格
+

で

は
､

市

場
価
格
が

自
然
価
格
以

下

に

下

が

る

と
､

｢

市
場
価

格
を

構
成

す
る

あ
る

部

分

は
､

そ

の

自

然
率
以

下
の

報

酬
し

か

う

け
な
い

｡

も

し

そ

れ

が

地

代

な

ら
ば

､

地
主

は

た

だ

ち
に

そ

の

利
益
に

動
か

さ

れ

て
､

自
分
の

土

地
の
一

部
を

こ

の

事
業
か

ら

ひ

き

あ

げ
て

他
の

事

業
に

用
い

る

で

あ

ろ

う
｡

+

と
い

っ

て

い

る

よ

う
に

､

明

ら
か

に

人
｢

喝
転
用

の

ケ

ー

ス

が

想
定
さ

れ

て

い

る
｡

す

な

わ

ち

新
古

典
派
の

タ

ー
､

､

､

ノ

ロ

ジ

ー

を

用
い

れ

ば
､

土

地

が

こ

の

よ

う
に

競
合

呵
凧

速
を

も
つ

場
合
に

は
､

土
地

と
い

う
生

産
要
素
の

転
用
を

ふ

せ

ぐ
た

め

の

地

代
が

､

生

産
費
と

し
て

あ

ら

か

じ

め

算
入
さ

れ
､

価
格
の

一

部
と

し
て

入

っ

て

く

る

の

で

あ
る

｡

と

こ

ろ

が
.

分

配
■
を

あ
つ

か

っ

た

第
一

一

章
｢

土

地
の

地

代
に

つ

い

て
+

で

は
､

地

代
は

価
格
を

構
成

す
る

も
の

で

は

あ
っ

て

も
■+

そ

れ

は

賃
金
や

利
潤
と

は

ち
が

っ

た

仕
方
で

価
格
に

入

る

こ

と

を

注
意
し

な

く
て

は

な

ら

な
い

と

し
て

､

先
の

結
論
を

修
正

し
て

い

る
｡

｢

高
い

又
は

低
い

賃
金
お

よ

び

利
潤
は

､

高
い

又

は

低
い

価

祐
の

原
因
で

あ

っ

て
､

高
い

又

は

低
い

地

㈹
は

そ

の

結

果
で

あ

る
｡

+

す

な

わ

ち
こ

こ

で

は
､

地

代
は

余
剰
と

し
て

と

ら

え

ら

れ

て

お

り
､

あ
ら

か

じ

め

価
格
を

決
定

す
る

費
用
と

し

て

入

り
こ

ん

で

は

い

な
い

の

で

あ

る
｡

こ

の

見
解
の

ち
が

い

に

つ

い

て
､

ブ

キ

ャ

ナ
ン

は

次
の

よ

う
に

論
評
し
て

い

る
｡

す

な
わ

ち
､

『

国
富
論
』

の

最
初
の

部
分

ほ
､

も

と

も

と

交
換
や

価
格
に

つ

い

て

の

議
論

､

つ

ま

り

分

業
か

ら

は

じ

ま
っ

て
､

交
換

･

貨
幣

･

価
格

･

価
格
の

構
成

要
素
と
い

っ

た

問
題
に

辛
が

さ

か

れ

て

お

り
､

そ

れ

に

続
い

て
､

貸
金

･

地

代
･

利
潤
が

論
ぜ

ら

れ

て

い

か

が
､

こ

れ

も

も

と

も

と

は

価

椅
を

構
成

す
る

要
因
を

分

解
し

研
究
す
る

こ

と
に

よ

っ

て
､

価
椿
理

論
を

仕

上

げ
る

た

め

に

用

意
さ

れ

た

の

で

あ

っ

て
､

分

配

論
の

た

め
に

準

備
さ

れ

た

も
の

で

は

な

か
っ

た
｡

し

か

し

『

国

富
論
』

執
筆
中
に

､

ス
､

､

､

ス

が

フ

ラ

ン

ス

ヘ

三

年
ほ

ど

旅
を
し

､

そ

の

間
フ

ィ

ジ

オ

ク

別
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ラ

ッ

ト

の

影
響
を

う

け
､

-
地

代
は

生

産
の

費
用
を

こ

え

る

余
剰
で

あ
る

と

の

考
え

方
に

到
達
し

､

以

後
､

価
格
の

構
成

要
素
で

あ

る

賃
金

･

利
潤

･

地

代
が

同

時
に

所
得
分

配

論
を

構
成
す

る

も
の

と

考
え
る

よ

う
に

な

り
､

価
格
理

論
を

分

配

理

論
た

ら
し

め

よ

う
と

し

た

の

だ

と

言
っ

て

い

る
｡

つ

ま

り

そ

こ

に

分

配
論
の

立

場
か

ら

の

加
筆

･

修
正
が

あ
っ

た

の

で

あ

る
｡

し

か

し

価
格
な
い

し

交

換
の

理

論
と

､

分

配
理

論
と
で

は

地

代

に

か

ん

す

る

か

ぎ

り

前
提
条

件
が

ち

が
っ

て

い

る

の

で

あ
っ

て
､

そ

れ

を

明

確
に

し

な
い

ま
ま

価
格
理

論
か

ら

分

配

理

論
へ

方

向

転

換
し

て

し

ま
っ

た

た

め
､

ス

ミ

ス

は

地

代
に

つ

い

て

首
尾

一

貫
し

た

考
え

を

も
っ

て

い

な
か

っ

た

か

の

よ

う
に

､

の

ち
の

ち

ま
で

批

判
さ

れ

て

い

る
｡

こ

の

よ

う
に

価
格
の

理

論
を

分

配
の

理

論
に

す

り
か

え

て

し

ま
っ

た

た

め
に

､

ス
､

､

､

ス

は

混

乱
し

て

い

る

と

い

う

印

象
を

与
え

る

わ

け
だ

が
､

い
か

し
ス

ミ

ス

は
､

地

代
と

価
格
の

関
係
に

つ

い

て
､

農
産
物

一

般
の

場
合

と

特
定
の

農
産
物
の

場
合

､

あ
る

い

は

土

地
が

競
合
的

用

途
を

も
つ

場
合

と

も
た

な
い

場

合
と

に

は
っ

き
り

と
し

た

区
別

を
つ

け
て

い

た
｡

そ

の

証
拠
は

第
五

編

の

租
税
論

､

と

り

わ

け

第
二

章
､

第
四

節
｢

消
費
税
+

に

う
か

が

ぅ
こ

と
が

で

㍉
ぺ

. ｡

こ

溝
ス

ミ

ス

は
､

.
凍

骨
ソ

ト

甘
例
を

射
げ
で

.

､

太

身
に

対

す
る

課
税
は

､

そ
.

の

土
地

が

他
の

用
途
に

も

転
用
で

き

る

か

ら
､

他
の

用

途
で

得
ら
れ

る

と

同
じ

地

代
が

獲
得

㍍

さ

れ

な

け
れ

ば

な

ら

ず
､

し

た

が
っ

て

課
税
は

消

費
者
に

高
い

大

麦
価

格
と
い

う
か

た

ち
で

前
転

さ

れ

る

が
､

ブ

ド

ウ

園
の

よ

う
に

土

地

が

ブ

ド

ウ

に

特

化
さ

れ

て

い

る

場
合
に

は
､

転
用
は

考
え

ら

れ

な
い

か

ら
､

租
税
負
担
は

土
地

所
有
者
に

後
転
さ

れ

る

と

し
て

い

る
｡

さ

ら
に

土

地
一

般
に

つ

い

て

の

課

税
の

ケ

ー

ス

も
､

全
て

の

土

地

に
一

律
に

課

税
さ

れ

る

が

ゆ

え

に
､

転
用
に

よ
っ

て

こ

れ

を

ま
ぬ

が

れ

る

こ

と
は

不

可

能
な
た

め
､

地

主
に

よ
っ

て

全
て

が

負
担
さ

れ
､

貴
産
物
の

生

産
量
に

も

価
格
に

も

何
等
影
響
す

る

こ

と

は

な
い

と

い

え
る

｡

も

ち

ろ
ん

､

だ

か

ら

と
い

っ

て

分

配

論
に

お

い

て

は
､

農
産
物

一

般
か

つ

競
合
的
用

途
を

も

た

な
い

ケ

ー

ス

を

対

象
と

し
て

い

る

と

は

断
定
で

き

な
い

が
､

少
な

く
と

も
､

土

地
が

転

用

可

能
な

場

合
ど

不

可
能
な

場

合
､

農
産
物

一

般
の

場
合
と

特

定
の

農
産
物
の

場
合
と

で
､

価
格
と

地

代
の

関
係
が

ち
が

っ

て

く
る

こ

と

ほ

理

解

さ

れ

て

い

た

と

い

っ

て

よ

い
｡

リ

カ

ー

ド

ォ

は

『

経

済
学

及
び

課
税
の

原

理
』

の

第
二

草
で

､

の

ち
に

ブ

キ

ャ

ナ

ン

の

名
づ

け

に

も

と
づ

く

地

代
論
を

展
開
し

し

舶
的
限

界
と

集
約
的
限

界
と

の

価
椅
は

生

産
の

最
も

不
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利
な

状
況
の

下
で

の

生

産
費
に

等
し

く
な

く
て

は

な

ら

な
い

が
､

こ

の

生

産
費
は

利
潤
と

貸
金
だ

け
か

ら

な

り

地

代
を

ふ

く

む

も

の

で

は

な
い

が

ゆ

え
に

､

地

代
は

価
棉
を

決
定

す
る

も
の

で

は

な
い
■

｡

限

界
内
の

土

地
の

地

代
は

限

界
地
で

の

生

産

費
=

穀
物
価
格
と
そ

の

土

地
の

生

産
費
と

の

余
剰
と

し
て

決
ま
る

も
の

だ

と

主

張

L

そ

の

こ

と

か

ら

し

て

｢

穀
物
が

高
価
だ

か

ら

地

代
が

払
わ

れ

る

の

で

あ
っ

て
､

地

代
が

払
わ

れ

る

か

ら

穀
物
が

高
価
な
の

で

は

な
い

こ

と
+

､

お

よ

び

｢

地

代
は

高
価
格
の

原

因
で

は

な

く

し

て

結

果

で

あ

る
+

と
い

う
結
論
を

引

出
し
て

い

る
｡

リ

カ

ー

ド

ォ

は

こ

の

考
え

方

を

終
始
つ

ら

ぬ

き
､

ス

ミ

ス

が

価

格
論
.

に
.

お
…

い

で

地

代
が

併
称
を

構
成

す
る
一

要

素
た

る

こ

と

を

主

張
し

た

点
に

つ

叶

て

批
判
を

加
え

､

こ

れ

を

香
足
し

て

い

る
｡

こ

れ

は

結
局
の

と
こ

ろ
リ

カ

ー

ド

ォ

が

ス

ミ

ス

の

議
論
の

前
提
条
件

で

あ

る

土

地

叫

耐
用

可

能
性
を

見

落
し

て

い

る

か

ら
で

あ
っ

て
､

ス
､

､

､

ス

と

は

反
対
に

､

リ

カ

ー

ド

オ

は

分

配

論
を

そ

の

ま

ま

価
格

論
に

す

り

か

え
て

し

ま
っ

た

た

め

の

誤

解
と

思
わ

れ

る
｡

た

だ

こ

の

よ

う
に

リ

カ

ー

ド

オ

が

地

代
論
に

つ

い

て
､

ス
､

､

､

ス

の

見

解
の

一

方
に

徹
底
し
■
て

し

ま
っ

た

こ

と

に

つ

い

て

は

そ

れ

な

り

の

理

由

が

あ

る
｡

そ

れ

は

結
局

､

.
当
時
の

穀
物
法

論
争
か

ら

地

代
論
が

形

成

さ

れ

た

と
い

う

事
情
に

よ

る

も

の

で

あ
っ

て
､

そ

の

頃
の

問
題

の

中
心

は
､

リ

カ

ー

ド

ォ

自

身
『

原
理
』

の

序
文
で

言
っ

て

い

る

よ

う
に

､

社

会
階

級

間
へ

の

所
得
分

配
に

あ
っ

た
｡

し

た

が
っ

て

農
産
物
価
格
へ

の

関
心

も
､

結
局

は

特
定
の

農
産
物
で

は

な

く

し

て
､

む

し

ろ

そ

れ

は

あ

る

階

叔
､

す

な
わ

ち
農

民

階
奴
の

供
給
す

る

貞
産
物

一

般
の

価
値
に

対

す
る

関
心
で

あ
っ

て
､

た

め
に

ス
､

､

､

ス

の

他
方
の

見
解
は

理

解
さ

れ

な

か

っ

た

の

で

あ

ろ

う
｡

し
た

が

1
.

っ

て
､

■
リ

カ

ー

ド

オ

地

代
論
の

特
質
は

､

①
階

巌

約
分

配
の

観
点

か

ら
の

地

代

諭
で

あ
る

こ

と
､

②
土

地
に

つ

い

て

競
合
的
用
途
の

あ

る

ケ

ー

ス

が

想

定
さ

れ

て

い

な
い

こ

と
､

③
全

体

と

し
て

の

食

糧
な
い

し

穀
物
だ

け
を

考
察
の

対

象
と

し

て

い

た
､

と
い

う

具
合

に

整
理
で

き
る

だ

ろ

盈

リ

カ

ー

ド

オ

と

共
に

古
典
派
地

代
論
の

確
立

者
と

t
て

知
ら

れ

る

マ

ル

サ

ス

の

易
合
も

､

ほ

ぼ

リ

カ

ー

ド

オ

と

同

列
に

評
価
で

き

る

が
､

彼
の

『

経
済
学
原
理
』

の

な

か

で

た

だ
一

個
所
だ

け
､

す

｢
.

′
..

】

な

わ

ち

第
三

亭
｢

地

代

論
+

の

第
五

節
だ

け
は

､
+

穀
物
を

生

産
し

て

い

る

土

地

が

牧

草
地
に

も

利
用
で

き
る

と
い

う

競
合
的
ケ

ー

ス

を

導
入

し

て
､

地

代
の

支
払
い

･

非
支
払
い

が

穀
物
価
格
に

影

響

を

お

よ

ぼ

す
と

主

張
し
て

次

わ
†
フ

に

論

じ

て

い

る
｡

｢

穀
物
は

そ

の

自
然
な
い

し

必

要
価
格
で

販

売
さ

れ

る
｡

…

…

こ

の

価
格
は

平
均
し

て

実
際
に

耕
さ

れ

た

最
劣
等
地
の

生

産
費
と

､

そ

の

よ

う

㍊
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な

土

地

本
来
の

地

代
と

に

少
な

く
と

も

等
し

く

な

け

れ

ば

な

ら
な

い
｡

な

ぜ

な

ら
､

こ

の

水

準
以

下
に

い

さ

さ

か

で

も

低
下

す
る

濁

ら

ば
､

土

地

は

耕
や

さ

れ

な

く
な
っ

て

し

ま

う
か

ら
で

あ
る

｡

■
本

来
土
地
の

地

代
と

い

う

も
の

は
､

か

く
て

全
て

の

生

産
物
の

価
椅

の

必

要
な

構
成
要
素
で

あ
る

こ

と
は

明

白
で

あ

る

か

ら
､

地

代
が

支

払
わ

れ

な
い

と

す

る

と
､

そ

の

よ

う
な

生

産
物
は

市
場
に

ほ

あ

ら

わ
れ

な
い

｡

+

と

こ

ろ
で

マ

ル

サ

ス

は

以

上
の

考
え

方

を

リ

カ

ー

ド

ォ

分

配

論

を

批

判
す
る

目

的
で

展
開
し

た

の

だ

が
､

そ

れ

は

リ

カ

ト

ド

オ

分

配

論
の

層
と

づ

い

て

い

た
｡

と
い

う
の

は
､

以

上
の

論
脈

の

な
か

で
､

マ

ル

サ

ス

は
､

地

代
は

た

と

え

最
劣
等
地
で

あ

っ

七

も

競
合

的
用

途
を

も
つ

か

ら
､

競
合
的
用

途
に

転
用

を

阻
止

す
る

た

め

の

地

代

支

払
い

が

必

要
で

あ

り
､

か

く

し
て

現

実
に

耕
作
さ

れ

て

い

る

最

劣
等
地

の

生

産
物
は

決
し

て

全

部
､

利
潤
と

賃
金
と

に

分

割
さ

れ

な
い

の

で

あ

る

か

ら
､

最
劣
等
地
の

肥

沃
性
は

そ

こ

に

お

け
る

利
潤
率
を

規
定
で

き

な
い

と

主

張
し
て

い

る
｡

し
か

し

こ

こ

で

の

地

代
は

､

平
均

生

産
費
に

よ

っ

て

カ

グ
ァ

ー

さ

れ

る

も

の

で

あ

っ

て
､

限

界
生

産
費
打

入
り

こ

む
も
の

で

は

な
い

｡

こ

れ

に

対
し

て

リ

カ

ー

ド

ォ

が

言
っ

て

い

る

の

は
､

､

副
臥

所
得
に

お

け

＼
､

ノ
･

･】

･･

る

資
本

と

労
働
の

分

配
分

は
､

最
劣
等
地
に

投
ぜ

ら

れ

た

資
本

と

労
働
の

最
後
の

単
位
の

生

産
性

､

す
な

わ

ち

費
用
で

い

え

ば

限

界

以

生

産
費
に

よ
っ

て

規
制
を

う

け
る

と
い

う
こ

と

を

言
っ

て

い

る

の

で

あ
っ

て
〕

劣
等
地
に

お

け
る

全

生

産
物

､

あ

る

い

は

平

均
生

産

費
に

よ
っ

て

で

は

な
い

｡

J
ル

サ

ス

の

主

張
は

要
す
る

に
､

最

劣

等
地

に

お

け
る

地

代
を
の

ぞ

い

た

限

界
生

産
費
は

少
な

く
と

も

土

地
が

牧
草
地

に

な
っ

て

し

ま

う
こ

と

を

阻

止

す
る

に

足
る

地

代
を

ふ

く
ん

だ
､

平
均
生

産
費
に

等
し

く

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

と
い

う

こ

と
で

あ
っ

て
､

そ

れ

に

よ

っ

て

リ

カ

ー

ド

ォ

の

分

配
論
は

本
質

的
な

変
更
を

う
け
る

も
の

で

は

な
い

の

で

あ
る
レ

(

な

お

以

上

の

マ

ル

サ

ス

の

誤
解
に

つ

い

て

は
､

弘
前
大

学
｢

文

経

論
叢
+

昭

和

四

三

年
三

月
､

第
三

巻
､

第
五

号
に

所
収
の

小

林

時
三

郎

論
文

｢

マ

ル

サ

ス

の

地

代

論
+

参
照

｡

)

/
‥

･

か

く

し
て

分

配

論
の

観
点
か

ら

し

て
､

マ

ル

サ

ス

の

批
判
は

本

質
的
な

も
の

で

は

な
い

が

｢
〕

伺
格
諭
に

か

ん

す
る

か

ぎ
り

､

地

代

は

土

地
の

転
用

を
ふ

せ

ぐ
た

め

ば
､

あ

る

い

は

土

地
が

一

定
目

的

の

た

め

に

耕
作
さ

れ

る

の

に

必

要
な

支

払
い

で

あ
る

と
い

う

考
え

方
は
い
｢

新
古
典
派

地

代
論
へ

の

方

向
を

示

唆
す
る

も
の

で

あ
っ

た

と
い

う
こ

と

が

で

き
る

｡

､

､

､

ル

の

経

済

理

論
は

､

古

典
派
か

ら

新
古

典
派
へ

の

移
行

期
を



代

表
す

る

と
一

般
に

い

わ

れ

る

が
､

地

代

論
に

つ

い

て

も
こ

の

評
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価
は

あ

て

は

ま

る
｡

彼
の

中
心

的
な

考
え

方
が

リ

カ

ー

ド

オ

的
前

提
に

立
つ

こ

と
は

否
定
で

き

な
い

が
､

そ

れ

は

彼
の

『

経

済
学

原

理
』

の

第
二

編
の

分

配
に

関

す

る

部
分
で

あ
っ

て
､

｢

東
+

二

編
で

交

換
を

論
ず
る

さ

い

に

は
､

地

代
が

生

産
費
の

一

要
素
と

な
り

う
る

こ

と
を

､

明

確
な

前
提
条
件
を

つ

け
て

論
じ

て

い

る

の

で

あ

る
k
+

す

な
わ

ち
､

｢

地

代
は

こ

れ

を

与
え

る

商
品
の

生

産

費
の

一

部
で

は

な

い
｡

し

か

し

農

業
地

代
を

生

む
土

地

が
､

あ

る

他
の

目

的
に

転
用
さ

れ

る

と

き
に

は
､

こ

の

生

ず
べ

き

地

代
は

､

こ

の

土

地

を

用
い

て

生

産
さ

れ

る

商
品
の

生

産
費
の

一

要
素
で

あ

る
｡

+

こ

の

よ

う
に

､

-交
換
と

分

配
の

理

論
に

お

け
る

地

代

と

価
椿
と

の

関
係

の

理

解
､

な

ら
び

に

土
地
の

転

用
に

つ

い

て

の

明

確
な

前
捷
条

件

の

認
識
の

た

め

に
､

､

､

､

ル

は

ジ

ェ

グ
ォ

ン

ズ

に

先
が

け
て

移
転
地

代
の

構
想
に

最
初
に

到

達
し

た

人

と

い

う

評

価

を

う

け

て

い

る

(

た

と
え

ば

ブ

ロ

ー

グ

『

経
済

理

論
の

歴
史
』

)

｡

訂
品
よ

う

に
､

､

､

ル

が

移
転
の

た

め
の

必
要

な

克
払
t J

と

し

て

地

代
を

考
え

､

こ

れ

を
生

産

琴
の

遠
目

と

み

な

す
よ

う
に

な
っ

虹
理

由
と

し
て

､

ブ

キ

ャ

ナ

ン

は
､

ミ

ル

が

農
業
地

代
へ

の

関
心

か

ら

脱
け

出
し
て

､

住
宅
地

や

商
業
地
の

地

代
に

注

目

す
る

よ

う
に

な
っ

た

こ

と
に

注

意
を

喚
起
し
て

い

る
｡

だ

が
､

､

､

ル

は
､

先
の

引
用

句
か

ら

も

明

ら
か

な

よ

う
に

､

｢

酪
合

郵
凧

の

〆
-

ス

を
小

菅
の

.

ト

キ
か

ぃ

古
か
.

い

?

農
地

が

他
の

目

的
に

利
用
さ

れ

る

か

ぎ

り

に

お

い

て
､

地

代
は

生

産
費

に

算
入

さ

れ

る

の

で

あ
っ

て
､

農
業
に

か

ぎ

れ

ば

い

ぜ

ん

そ

れ

は

生

産

費
に

は

入
ら

な
い

の

で

あ

る
｡

七
う

し
た

一

般
性
の

欠

如
が

ジ

ェ

グ
ォ

ン

ズ

の

批
判
す
る

と

こ

ろ

と

な
る

の

で

あ

る
｡

二

新
古
典
派
地

代

論

新
古
典
派
に

お

い

て

は
､

地

代
は

も
っ

ば

ら

交

換
の

埋

論
の

立

場
か

ら

論
ぜ

ら
れ

て

い

る
｡

そ

れ

は
一

つ

に

は
､

穀
物
法

論
争
が

遠
い

過

去
の

も
の

と
な

り
､

問
題
意
識
が

所
得
の

階

級

間
へ

の

分

配

問
題
か

ら

も
っ

ぱ

ら

価
格
あ

る

い

は

交
換
の

理

論
に

集
中
す
る

と

同

時
に

､

分

配
の

問
題
は

一

般
的

価
値

論
の

た

ん

な

る
一

側
面

と

み

な
さ

れ

る

よ

う
に

な
っ

た

こ

と

に

起
因
し

て

い

る

と

思
わ

れ

る
｡

ジ
ュ

グ
ォ

ン

ズ

は

『

経

済
学
の

理

論
』

第
二

版
の

序
文
で

､

､

､

､

ル

が

指
摘
し

た

競
合
的
土

地

利
用
の

ケ

ー

ス

を

む

し

ろ
一

般
的
ケ

ー

ス

と

考
え

る

べ

き
こ

と

を

強
調
す

る
｡

ジ

ュ

グ
ォ

ン

ズ

に

と
っ

て

は
､

リ

カ

ー

ド

オ

的
観
点

､

す
な

わ

ち

階
叔
的
所
得
分

配
の

間

鮎
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題
は

､

す
で

に

歴
史
的
背
景
か

ら

し

て

も

興

味
の

な
い

も
の

と

な

っ

て

い

た
｡

限
界

革
命
を

担
っ

た

者
の

一

人
と

し

て
､

彼
の

関

心

は

も
っ

ば

ら

交
換
の

理

論
に

集

中
さ

れ

て

い

た

の

で

あ

る
｡

彼
は

賃
金
が

生

産
費
の

一

部
で

あ

る

の

に
､

地

代
が

生

産
費
に

入
ら

な

い

の

は

彼
自
身
の

体

系
か

ら

す

る

と

矛

盾
だ

と

す
る

｡

す

な
わ

ち

ジ

ュ

グ
ォ

ン

ズ

に

と
っ

て

は
､

全

て

の

生
産

安
蘇
は

臥
+

の

原
理

7

に

し

た

が

っ

て

配
分
さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

阜
の

原
理

と

は
､

各

要

素
が

生

産
物
の

価
値
で

測
っ

て

最
大
の

効
用
を

生

む

よ

う

な

用
途

へ

転
用
さ

れ

る

と
い

う
こ

と
で

あ

り
､

土

地

は

労
働
や

資
本

と

同

じ

く
､

よ

り

有
利
な

用
途
へ

の

転
用
が

つ

ね

に

可

能
な
の

で

あ

る
リ

ジ

ェ

グ
ォ

ン

ズ

は
､

､

､

､

ル

が

農
業
に

お

い

て

生

み

出
さ

れ

た

で

あ

ろ

う
地

代
は

､

他
の

用
途
に

お

け
る

生

産
費
の

一

要
素
で

あ

る

こ

と

を

認

め
て

い

る

の

に
､

ど

う
し
て

同

じ

原

理
が

二

つ

の

農
業
上

の

用
途
に

適
用
さ

れ

な

い

の

か

と

問
い

､

例
の

有
名
な

一

節

1

｢

ジ

ャ

ガ

イ

モ

畑
は

タ

ロ

オ
バ

ア

畑
と

同

様
に

び

き

あ

わ
ね

ば

な

ら

ず
､

タ
ロ

ォ

バ

ア

畑
は

カ

ブ

ラ

畑
と

同

様
に

ひ

き

あ

わ

ね

ば

な

ら
な

い
+

-
-
を

持
ち

出
し

､

か

く
し

て

牧
場
と

し

て

従
来
エ

ー

カ

ー

あ

た

り
二

ボ

ン

ド

を

生

ん

だ

土

地
が

転
用
さ

れ

小

麦
の

栽
山

野

に

用
い

ら

れ

た

と

す
れ

ば
､

エ

ー

カ

ー

あ
た

り
二

ポ

ン

ド

は

当

然

生

産
費
と

し
て

計

上
さ

れ

る

こ

と

を

主

張
し
て

い

る

の

で

あ

る
｡

し

か

し

こ

れ

は

あ

く

ま
で

も
､

､

､

ル

の

交
換
理

論
の

一

般
化
で

あ

っ

て
､

ジ
ュ

グ
ォ

ン

ズ

自
身
は

新
古

典
派
地

代
論
と
い

う
ぺ

き

も

の

を

展
開
し

て

い

る

わ

け
で

は

な
い

｡

事
実

､

『

経
済
学
の

理

論
』

の

本
論
で

展
開
さ

れ

て

い

る

地

代

論
は

､

リ

カ

ー

ド

ォ

の

差
額
地

代

論
の

数
学
的
フ

ォ

ー

ミ
ュ

レ

ー

シ

ョ

ン

以

外
の

な
に

も
の

で

も

な
い

の

で

あ
っ

て
､

新
古

典
派
地

代

諭
そ

の

も
の

の

展
開
は

､

冒

頭
で

の

ぺ

た

よ

う
に

一

九
二

〇

年
代
初
期
ま
で

ま

た

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

さ

て

ジ

ュ

グ
ォ

ン

ズ

に

対
し

て

マ

ー

シ

ャ

ル

は

ど

う
で

あ
っ

た

か
｡

マ

ー

シ

ャ

ル

均
衡
理

論
の

中
核
を

な

す
も
の

が

代

替
原
理
で

あ
る

こ

と

ほ

い

う
ま
で

も

な
い

｡

土

地

も

労
働
や

資
本
と

同
じ

く

こ

の

原
理
に

し

た

が
っ

て
､

よ

り

収

益

性
の

高
い

用
途
に

む
か

っ

て

転
用
さ

れ

て

ゆ
く

｡

し

た

が

っ

て

均
衡
に

お

い

て

は
､

い

か

な

る

農
産
物
の

地

代
も

同

質
の

土

地
に

か

ん

し
て

は

等
し

く
な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

但
し

､

あ

る

土

地
が

特
定
の

用
途
に

特
化
し

て

い

る

か

ぎ

り

に

お

い

て

は
､

土
地

の

シ

フ

ト

は

行
な

わ
れ

な
い

か

ら
､

収
益

性
の

均
等
化

は

妨
げ

ら
れ

る
｡

と
こ

ろ
が

マ

ー

シ

ャ

ル

は

新
古
典
派
の

立

場
か

ら

交
換
理

論
を

展
開
し

な

が

ら

も
､

他

方
で

古

典

派

経
済
理

論
の

良
き

理

解

者
た

ろ

う
と

し
て

､

地

代
に

つ

い

て

は

あ

い

ま
い

な

叙
述
し

か

与

え

て
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い

な
い

｡

た

と

え

ば

彼
は

ジ

ェ

グ
ォ

ン

ズ

の

提

起
し

た

問

題
､

｢

牧
草
地

と

し
て

使
用
さ

れ

て

エ

ー

カ

ー

あ

た

り

二

ポ

ン

ド

の

地

代
を

あ

げ
て

い

た

土

地
が

耕
起
さ

れ

て

小

麦
を

栽

培

す
る

の

に

使

わ

れ

る

よ

う
に

な
っ

た

さ

い
､

エ

ー

カ

ー

あ

た

り

二

ポ

ン

ド

の

地

代

は

小

麦
の

生

産

経

費
に

算
入

さ

れ

な
い

で

あ

ろ

う
か
+

と
い

う

設

問
に

対
し

て

香

定

的
に

答
え

て

い

る
｡

そ

の

理

由
は

､

｢

こ

の

二

ポ

ン

ド

と
い

う

特
定
の

金

額
と
か

ろ

う
じ

て

つ

ぐ

な

う

小

麦
の

生

産
経

費
と
の

間
に

は

な
ん

ら

の

関

連
も

な
い

か

ら

で

あ

る
｡

+

そ

れ

で

は

ど

う
い

う
ぺ

き

か
｡

㌣

-

シ

ャ

ル

は

小

麦
の

価
椿
が

そ

の

限

界
生

産
費
を

こ

え

る

余
剰
が

ま

さ

に

小

麦
の

地

代
で

あ
っ

て
､

そ

の

大
き

さ

は

牧
草
地
の

地

代
と
は

独
立

で

あ

る
･.

｡

だ

か

ら

小

麦

産
業
で

地

代
を

支

払
う
と

す
れ

ば

そ

の

大

き

さ

は

牧
草
地
の

地

代

で

は

な

く

し
て

､

小

麦
に

転
用
さ

れ

た

土

地
の

地

代
だ

と
い

う
の

で

あ
る

｡

し

か

し
二

つ

の

用

途
に

お

い

て

地

代
に

く
い

ち
が

い

が

あ

れ

ば
､

な

お

土
地

は

い

ず
れ

か

の

用

途
に

転
鳳
さ

れ
､

結

局
い

ず
れ

の

土
地

に

お

い

て

も

地

代
は

等
し

く
な

る

に

ち
が

い

な
い

｡

そ

の

さ

い

土

地

と
い

う

要
素
の

地

代
が

等
し

く
な

る

よ

う
調

整
の

働
き

を

す

る

の

は
､

小

麦
と

牧
草
地
の

生

産
量
の

変
化
で

あ

り
､

そ

れ

に

と

も

な

う

生

産
物
の

価
棉
変
化
で

あ

る
｡

ス

テ

イ

グ

ラ

ー

の

い

う
よ

う
に

､

｢

な
に

か
一

つ

の

用

途
か

ら

確
保
さ

れ

る

地

代

は
､

他
の

ど
の

よ

う

な

可

能
な

用

途
か

ら
の

地

代

と

も

等
し

く
な

る

に

ち
が

い

な
い

｡

さ

も
な

け
れ

ば
､

収

益

を

極
大
に

す
る

こ

と

は

で

き

な
い

し
､

そ

の

事
態

は

不

均

衡
で

あ

る
｡

+

し

た

が

っ

て

均

衡
に

達
し

た

状
態

を
み

れ

ば
､

転
用

前
の

二

ポ

ン

ド

と
い

う
地

代

は
､

な
る

ほ

ど

い

ず
れ

か

の

用
途
に

お

け
る

地

代
と

も

等
し

く

は

な
い

と

い

う

意
味
で

地

代

算
定
の

基
準
た

り

得

な
い

｡

し
か

し

と

り

あ

え

ず
転
用

す
る

た

め

に

は
､

転
用

前
の

地

代
は

少

な

く

と

む

支
払
わ

れ

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

の

で

あ
っ

て
､

こ

れ

は

生

産
費
の

な

か

に

算
入
さ

れ

る
｡

も
し

転
用
さ

れ

た

用

途

に

お

い

て

な

お

い

っ

そ

う
の

地

代
が

結
果

と
し

て

得
ら

れ

る

な

ら
､

さ

ら

に

転
用
が

促
進
さ

れ

る

だ

け
で

あ
る

｡

移
転
地

代
の

本
質
は

資
源
の

有
効
配

分
の

過

程
､

す
な

わ

ち
不

均
衡
状
態
に

あ

る

わ

け

で

あ
っ

て
､

収

益
が

均
等
化
し

た

状
態
で

は

剰
余
と

し
て

の

地

代

も

移
転

を

阻
止

す
る

た

め

の

地

代
も

等
し

く

な
る

｡

マ

ー

シ

ャ

ル

は

要
す
る

に
､

移
転
の

過

程
に

お

け
る

不

均
衡
状
態
と

､

移
転

完

了

後
の

均
衡
状
態

と

を

混
同

し
て

い

る

と

考
え

な

け

れ

ば

な

ら

な

ヽ

○

l
)｢

′
.さ

て
､

新
古

典
派
に

お

い

て

は
､

古
典
派

と

は

異
な
っ

て
､

価

値
と

分

配
の

理

論
は

分

離
し
て

い

な
い

ど
こ

ろ

か
､

む
し

ろ

分

配
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論
は

価

値
論
の

一

側
面
で

あ

る

か
､

あ
る

い

は

価
値
と

分

配
と

は

相

互

依
存
的
だ

と

い

っ

て

よ

い
｡

要
す
る

に

古
典
派
に

お

い

て

は
､

分

配
は

マ

ク

ロ

的
見
地

か

ら
､

そ

し
て

価
値
は

ミ

ク

ロ

的
観
点

か

ら

述
べ

ら

れ

た

の

に

対

し
て

､

▼
新
古
典
派
で

は
､

分

配
･

価
値
共

に
､

､

､

ク

叫
′

の

レ

ベ

ル

で

説
明

さ

れ

る

と
こ

ろ
に

､

二

つ

の

理

論
の

分

離
な
い

し

統
合
の

ち

が

い

が

出
て

く
る

の

で

あ
る

｡

■､

-
.

..I
-

ノ

と
こ

ろ

で

価
値
と

分

配
と

が

相

互

依

存
的
に

決
定
さ

れ
､

一

種

の

均

衡
状

態
に

お

ち
つ

く
こ

と

を

保
証
さ

れ

る

の

は
､

生

産
要
素

が

報
酬
の

多
寡
に

応
じ

て

自

由
に

移

動
し

､

そ

れ

に

よ

っ

て

各
種

商
品
の

供

給
量
や

､

商
品
の

価
格

､

な

ら

び

に

要
素
の

生

産
力
が

変
化

す
る

か

ら
で

あ

る
｡

こ

の

場

合
､

古

典
派
に

お

い

て

は
､

土

地
は

全

体
と

し

て

の

集
塵
物
の

観
点
か

ら

な
が

め

ら
れ

､

し

た

が

っ

て

ま
た

競
合
的
用

途
が

な
い

ケ

ー

ス

を

想
定
せ

ざ
る

を

得
な
い

か

ら
､

土

地
は

よ

り

高
い

収

益
を

求
め

て

移
転
す
る

と
い

う
こ

と

が

な
い

｡

古
典
派
の

場
合

､

資
渡
の

移
転
は

労
働
と

資
本
に

か

ぎ

ら

れ
､

そ

れ

ら
が

全

体

と
し

て

の

農
業
と

全

体

と

し
て

の

工

業
の

間
を
シ

フ

ト

す
る

｡

し

か

し
′
新
古

典
派
に

お

い

て

は
､

土

地

を
ふ

く
む
い

っ

さ

い

の

資
源
が

農
業
間

､

工

業
間
を

問
わ

ず
シ

フ

ト

す

る

ゾ
古
典
派
の

二

つ

の

限

界
､

拡

張
的
限

界
と

集
約
的
限

界
に

お

い

て

は
､

土

地

を
の

ぞ

い

た

他
の

生

産
要
素
が

限

界
に

む
か

っ

て

投
入
さ

れ

た

り
､

限

界
か

ら

び

き

あ

げ

ら
れ

た

り

す
る

に

す

ぎ

な

朋

い
｡

し
た

が

っ

て

土

地

と
い

う

生

産
要
素
の

移
動
を

考
慮
す

る

た

め

に

は
､

ど

う
し

て

も

第
三

の

限

界
概

念
が

導
入
さ

れ

な

く
て

は

な

ら

な
い

わ

け
で

あ

る
｡

さ

て

こ

の

第
三

の

限

界
で

は
､

特
定
の

商
品
ほ

全

く

生

産
さ

れ

な
い

か

ど

う
か

の

限

界
に

あ

る
｡

な

ん

と

な

れ

ば
､

土

地
は

よ

り

多
く
の

収

益
が

得
ら

れ

る

よ

う
な

代

替

的
用

途
を

も
っ

て

お

り
､

そ

の

よ

う

な

用

途
を

も

つ

か

ぎ

り

に

お

い

て

移
転
し
ょ

う

と

し
て

い

る

か

ら
で

あ
る

｡

こ

の

よ

う
に

土

地
が

ま

さ

に

移
転
す
る

か

し

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

な
い

か

の

限

界
を
ヘ

ン

ダ

ー

ソ

ン

は

移
転
限

界
､

そ

し
て

ブ

キ

ャ

ナ

ン

は

生

産
物

変
更

限

界
と

名

付

け
た

｡

こ

の

第
三

の

限

界
の

特

貿
は

拡

張

的
あ
る

い

は

集
約
的
限

界
と

ほ

明

ら
か

に

ち
が

う
｡

と

い

う
の

は
､

古

典
派
の

限

界
地

は

地

代
ゼ

ロ

の

限

界
地
で

あ

る

の

に

対

し
て

､

｢

こ

の

第
三

の

限

界
地

は
､

よ

り

高
い

地

代
を

求

め
て

他
の

用
途
に

シ

フ

ト

す
る

か

ど

う
か

の

境
い

に

あ

る

か

ら
で

あ

る
｡

そ

こ

で

は

決
し
て

地

代
は

ゼ

ロ

で

は

な
い

｡

そ

し

て

そ

の

よ

う

な

限

界
を

も

た

ら

す

も
の

は
､

相
対

価
棉
の

変
動
を

き

た

す

よ

う

な

均
衡
破

壊
的
な

変
化

､

つ

ま
り

供
給
側
の

生

産
条
件
の

変
化

と
､

特
定
生

産
物
に

対

す
る

需
要
側
の

条
件
の

変
化
で

あ
っ

て
､

こ

う

し

た

均
衡
破

壊
的
変
化
が

あ

ら

わ

れ

る

た

び

に

移
転
限

舟
が

発
生
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す
る

｡

と
こ

ろ
で

こ

の

よ

う
に

各

種
用

途
間
で

収
益
に

差
が

出
て

き

た

場
合

､

土

地

を
よ

り

収

益

性
の

高
い

用

途
に

転
用
し

た

側
か

ら

み

れ

ば
､

こ

の

土
地

を
こ

の

よ

り

収
益

性
の

高
い

用
途
に

と

ど

め
て

お

く
た

め

に

は
､

移
転
を

阻

止

ず
る

た

め

の

地

代
支

払
が

必

要
に

な
る

｡

た

と

え
ば

小

麦

耕
地
の

限

界
的

一

エ

ー

カ

ー

あ

た

り

の

地

代
が

六

ポ

ン

ド

で
､

砂

糖
き

び

耕
地

の

地

代
が

四

ポ

ン

ド

な

ら
､

小

麦
耕
作
者

は

地

主
に

対
し

て

少
な

く
と

も

四

ポ

ン

ド

の

地

代

を

払
わ

な

く
て

は
､

土

地
を

砂
糖
き

び

の

生

産
に

転
用
さ

れ

て

し

ま

ヽ

-
一

う
か

ら
､

｢

蒜
四

ポ

ン

ド

が

移
転
阻

止
の

た

め
の

必

要
な

支

払
い

､

す
な

わ

ち

移
転
地

代
で

あ

り
､

こ

れ

は

小

麦
生

産
に

あ

た

っ

て

生

産
経

費
の

な
か

に

算
入

さ

れ

毛

オ
の

地

代
は

し

た

が

っ

て
､

収

益

性
の

差
に

該
当

す
る

六

ポ

ン

ド
マ

イ

ナ

ス

四

ポ

ン

ド

で

二

ポ

ン

ド

で

あ

る
仲
㌧

し

か

し

こ

の

状
態
で

は

土

地

利
用
の

観
点
か

ら

み

て

収
益
が

極
大

化
さ

れ

て

い

な
い

｡

な

ん

と

な

れ

ば
､

も

し

極
大

化

さ

れ

て

い

た

と

す

れ

ば
､

要
素
の

一

単
位
を

一

つ

の

用

途
に

移
転

す
る

利
益
が

他

方
の

用

途
か

ら

ひ

き

あ

げ
る

こ

と

に

よ
っ

て

生

ず

る

損
失

と

ち
ょ

う

ど

等
し

く

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

か

ら
で

あ
る

｡

し

た

が
っ

て

最
終

的
均
衡
に

む
か

っ

て
､

砂
糖
き

び

耕
地
か

ら

小

麦
地
へ

の

転

用
が

促
進
さ

れ
､

そ

れ

と

共

に

小

麦
と

砂

糖
き

び

の

生

産
量
の

変
化

､

土

地
の

生

産
力
の

変
化

､

生

産
物
価
格
の

変
化

が

こ

れ

に

随
伴
し

､

や

が

て

土

地

と
い

う
生

産
要
素
の

報
酬
と

し

て

の

地

代
ほ

､

二

つ

の

風

速
間
七

等
し

く
な

り
､

移
転
限

界
は

消

滅
す

る
｡

＼
-

･■､

す

な

わ

ち

以

上
の

具
体

例
か

ら

推
察
さ

れ

る

よ

う
に

､

移
転

限

界
は

収

益

性
に

お

い

て

各
種
用

途
問
に

不

均

衡
が

生

じ
た

場
合
に

生

じ
､

ま

た

そ

の

か

ぎ
り

に

お

い

て

意
味
を

も
つ

と
い

う
こ

と

で

あ
る

や

も

し

仮
り

に

土

地

が

競
合
的
用

途
を

も
っ

て

い

て

も
､

収

益

性
に

差
が

な
い

か

キ

土

地
の

転
.

用
ほ

生

じ

な
い

｡

し

た

が
っ

て

生

産
上

の

変
化

､

需
要
上
の

変
化
が

あ

ら
ゆ

る

産
業
に

斉
一

に

作
用

す
る

よ

う
な

均
衡
成

長
の

過

程
で

は
､

土

地
は

転
用
と
い

う

か

た

ち
で

､

特
定
の

生

産
物
の

供
給
だ

け

を

増
や

す
わ

け
に

は

ゆ

か

な
い

か

ら
､

全
て

の

生

産
物
が

同

時
に

拡

大
さ

れ

ね

ば

な

ら

ず
､

こ

の

場
合
に

は
､

土

地
の

利
用
は

払
張
的
な
い

し

集
約

的
限

界
に

む
か

っ

て

お

し

す

す

め

ら
れ

る

ほ

か

は
な
い

｡

す

な

わ

ち

相
対

価

椿
が

不

変
で

あ

か

よ

う

な

仮

想

的
世

界
に

お

い

て

は
､

地

代
は

差

額
地

代
と

し

て

決
定
さ

れ

る

の

で

あ

り
､

古
典
派
地

代
論
に

対

し

て

均
衡
論
の

立

場
か

ら

新
た

な

評
価
が

下

せ

る

わ

け
で

あ
る

｡

三

限

界
革
命
の

意
義

2 ∂
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以

上
の

よ

う
に

地

代

諭
の

観
点
か

ら

古

典
派
と

新
古
典
派
の

ち

が

い

を

と

ら

え

た

と

き
､

限

界
革
命
の

意
義
は

ど

う

評
価
さ

れ

る

で

あ
ろ

う
か

｡

地

代
論
に

か

ん

す
る

か

ぎ

り
､

す
で

に

古
典

派
の

当

時
か

ら

吼
剛

珊

風
矧
■打

よ

る

地

代
形
成
の

説
明
が

行
な

わ

れ

て

い

た

と
い

っ

て

よ

い
｡

ブ

ロ

ー

グ

も

言
っ

て

い

る

よ

う
に

､

垂
額
地

代
の

理

論
は

､

そ

れ

が

経

済
理

論
上
の

限

界
原

理
の

出
現
を

特
徴

づ

け
る

と

い

う
意
味
で

興

味
を

そ

そ

る

も
の

が

あ

ろ

う
七

事
実

､

ウ

ィ

ッ

ク

ス

テ

ィ

ー

ド

が

『

分

配
諸

法
則
の

整

合
』

で

限

界
生

産

力

説
に

よ

る

分

配
理

論
を

確
立

し
た

と

き
､

そ

の

発
想
に

お

い

て

英
国
派

地

代
論
の

影
響
が

あ
っ

た

こ

と
は

香
定
で

き
な
い

し
､

ワ

ル

ラ

ス

も
ま

た

ウ

ィ

ッ

ク

ス

テ

ィ

ー

ド

の

『

整
合
』

を

彼
の

『

要

論
』

の

ひ

ょ

う
せ

つ

で

あ

る

と

批

難
し
た

と

き
､

彼
自
身
の

限

界

生

産
力

説
に

か

ん

す
る

一

章
の

タ

イ

ト

ル

も

ま
た

;
H
粥

p
O
S
-

t
i

O

ロ

p

n

d

R
e
f

亡

←

賢
一

○

ロ

O
h

t

F
e

E
n

篭
s

F

T
F
e

0
1

y

O
f

河
e

ロ
t

こ
.

で

あ

っ

た
｡

し
た

が

っ

て

地

代

論
に

か

ん

す
る

か

ざ
り

に

お

い

て
､

古

典
派

と

新
古
典
派
と

が

限

界
革

命
を

填
い

に

区

別
さ

れ

る

の

は
､

ノ

′

′

第
三

の

限

界
概
念
で

あ

る

移
転
限
界
が

導
入
さ

れ

た

こ

と
に

つ

き

る

の

で

あ

る
｡

鳴
っ

と

も

そ

の

こ

と

は
､

地

代
が

生

産
費
に
仙

昇

入

さ

れ

る

か

さ

れ

な
い

か

と

い

っ

た
､

地

代
と

価
格
の

関

係
の

理

解

の

差

異
に

つ

な
が

る

と

同

時
に

､

土

地
の

代
替
的
用

途
を

前
提
と

し

た

収
益

極
大

化
の

問
題
へ

の

関

心
の

転
換
に

も
つ

な

が
っ

て

い

劫

る
. ｡

.
ブ

ロ

ー

グ

に

し

た

が
っ

て

限

界
効
用
理

論
の

意
義
を

､

極
大

効
果
を

も
つ

配

分

問
題
の

ひ

な

型

を

提
供
す
る

こ

と

に

あ
っ

た

と

す
る

な

ら
､

･
か
さ

に

新
古
典
派
地

代
論
も
こ

の

よ

う
な

極
大

効
果

を

も
つ

資
渡
配
分

問
題
の

一

つ

と

し
て

の

限

界
効
用

学

説
の

一

応

用
例
に

す

ぎ

な
い

｡

し
か

し

限

界
効
用

学
説
が

い

わ

ば

突
如
と

し
て

一

八
七

っ

年
代

に

出
現

し
た

の

に

比

較
す
る

と
､

地

代

論
に

お

い

て

は

土
地

の

代

替
的
用

途
へ

の

転
用
の

ケ

ー

ス

は
､

ス

､

､

､

ス
､

マ

ル

サ

ス
､

､

､

､

ル

に

お

い

て

は

明
ら

か

に

認
め

ら

れ

て

い

た
｡

こ

の

こ

と

を

考
え

れ

ば
､

限

界
革
命
は

少
な

く
と

も
こ

こ

で

は

断
絶
的
な

も
の

で

は

な

く

し
て

､

古
典
派
と
の

連
続
し

た

局

面
で

と

ら

え

ら
れ

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

と

思

う
｡

た

だ

土

地
の

移
転
と
い

う
こ

と
が

一

般
的
な

議
論
の

対

象
と
な

ら

ず
､

も
っ

ぱ

ら

価
値
と

価
格
の

理

論
に

お

け

る

ス

ペ

シ

ャ

ル

･

ケ

ー

ス

と

し

て

と

ら

え

ら

れ

た

こ

と
に

つ

い

て

は
､

そ

れ

は

古
典
派
の

関
心

が

も
っ

ぱ

ら

階

叔

的
分

配
論
に

か

ぎ

ら

れ

て

い

た

こ

と

に

よ

る

も
の

と

い

っ

て

よ

い
｡

軋
ら
に

均

衡
理

論
の

立

場
か

ら

す
れ

ば
､

古
典
派

地

代

論
は

､

ま
さ

に

長
斯
の

均

衡
成
長
へ

の

関
心

に

お

い

て

意
味
を

も
つ

の

で

あ

り
､

こ

れ

に

対

し

て

新
古
典
派

地

代

論
は

短

期
の

資
源

配
分
の

理

論
と

し

て

意
味



を

も
つ

も
の

で

あ
る

｡

し

た

が

っ

て
､

仮
り
に

古

典
派
と

新
古
典

派

と
の

問
に

何
等
か

の

意
味
で

の

断
絶
が

あ
る

と

す

れ

ば
､

そ

れ

は

理

論
そ

の

も
の

よ

り

は
､

む

し

ろ

理

論
秒

対

象
と

す
る

問
題
領

域
に

あ
る

と

思
わ

れ

る

の

で

あ
る

｡

(

一

橋

大

学
助

教

授
)

( 3 1 ) 古典派 と新古典派
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