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1は じ め に

D.H.ロ バ ー トソ ン は19!4年 に ピ グ ー.・の 後 を継 い で ケ ン ブ リ ッ ジ 大 学 経 済 学

正 教 授 に 就 任 し,ま た ケ イ ン ズ 経 済 学 の 台 頭 に 際 して は 保 守 派 の 中 心 と な っ た

祀 統 派 経 済 学 者 で あ る.そ の 一方 で,そ の 学 説 は ケ ン ブ リ ッ ジ 学 派 の 中 に あ っ

て は 従 来,異 質 性 ば か りが 強 調 さ れ て き た 。一..・つ に は 大 陸 経 済 学 と の 類 似 性,

い ま ・つ に は 非 マ ーーシ ャ ル 的 性 格 〔Bri〔1d[1987」Pp.8〔,一8工,Eshag[1963]p.

1〔13,Laidler[1999]p、94,平 井[1993])が そ の 根 拠 と な っ て い る の で あ る がL.,

こ う し た 評 価 は い ず れ も 漠 然 と し た イ メ ー ジ に す ぎ ず,必 ず し も は っ き り と 論

証 さ れ て い る わ け で は な い 。

こ の 点 の 解 明 は ロ バ ー トソ ン の 学 説 を 適 切 に 位 置 付 け る...ヒで 重 要 な 意 味 合 い

を も っ て い る が,本 稿 で は ま ず,こ の 「大 陸 的 」 で 「異 質 」 と 評 さ れ る ロ バ ー

ト ソ ン の 産 業 変 動 論 『を,当 時 の 大 陸 経 済 学 と 比 較 検 討 す る こ と に よ り検 証 し

て み る こ と に し た い 、,「非 マ ー.・シ ャ ル 的 」 と い う 評 価 に つ い て は 続 稿 で 検 討 す

る 予 定 で あ る が,本 稿 で も 必 要 に 応 じて マ ー・シ ャ ル と の 関 連 に つ い て は 言 及 す

1}1直 方,卜'.層r[19961は ロバー;・ソン.を一尉.質」 としつ'.)も.分 析用具 と 」.てのマ.シ ャル灯[抽

論の継艦 とい う側面 を指摘Lて いるが,こ の.1.II:の論証は断片肪 なもの;こ留 まっている ように思わ

れ る.ま た,11脅.なる値1fi'1:1論二1U=のものが絆:承きれた と、アAる本稿.とはい ささか 見解を輿:こr4.る.

2)こ こでは1}r}業変動hldLlstrlillFhIべ1Un↑klnとい う[ll語を経 済If,や.景.気 循環 と特 にメ:男〔L.『=考.

え.る必 要はも:いが,…「研究1のI」 バー ト1.ノンが変】功を産業とい う独1'[の実物的観.煮か ら1.巴握 して

いる点 を踏 まえて、 この よ2;な 斜材 を暗いている.
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る。

ロバ ー トソ ンが経 済学 研 究 の 初期 に大 陸経 済 学 の 成 果 を積極 的 に摂 取 した こ

と は 事実 で あ り,そ の 処 女 作 『産 業 変 動 の 研 究 』 〔1915年)(以 下,「 研 究』 と

略 記::1に お い て は ツ ガ ンーバ ラ ノ ブ.スキ ー や ア ルベ ー ル ・ア フ タ リ オ ン らの 影

響 が 随 所 に見 られ る た め,本 稿 で は この 『研 究』 に焦 点 を当 て て検 討 を進 め る

こ と とす る;'.。

また 従 来 の ロバ ー トソ ン研 究 に お い て は 「研 究』 の 重要 性 の認 知 度 は低 く,

必 ず し も ト分 な検 討 が な され て きた とは.言い が た い が,後 の ロ バ ー トソ ンの 主

要 な 業績 の 多 くが 萌 芽 的 なが ら も既 に こ の処 女作 中 に 見 出 さ才.しる とい う こ とか

ら,『 研 究」 とい う著 作 の 再 評 価 を図 る こ と も本 稿 の 課 題 の 一 つ と した い 。

以.ド,ま ず 第H節 で は.研 究1の 性 格 お よ び 方 法 論 的..㌔γ場 に つ い て 述 べ,

r研 究 の実 物 的 景 気 循 環 論 の 骨 子 を予 備 的 に概 観 す る。 第 皿節 で は,ロ バ ー

トソ ンの学 説 を大 陸 的 で あ る と見 なす 従.来の議 論 を吟 味 した上 で,実 際 に 同時

代 の 大 陸経 済 学 とロバ ー トソ ンの学 説 と を比 較検 討す る。 第 恥'節で 『研 究 」 の

ロバ ー トソ ンに最 も影 響 を 及 ぼ した大 陸 経 済 学 者 ア フ タ リオ ンを取 り上 げ,そ

の上 で,第V節 で はそ れ と密 接 な 関係 を もつ 実 物 的見 地 か らの 七 一法 則 批 判 の

意義 と限 界 に つ い て検 討 す る。

II「 産業変動の研究』の実物的景気循環論

!:研 究」の性格

『研 究 ⊥ の ア プ ロ ー チ は 当 初,既 存 の 様 々 な景 気 循 環 論 を発 展 ・総 合 させ,

そ れ らを経 験 的 事 実 に照 ら して検 証 しよ うと い う もの で あ っ た。 そ の ため,本

31ロ バ ・.ト ソ ン の著 作 は 「.産業 変 動 の 研 究 』(19]5年),「 貨 幣 』(1922年,.II.銀f.「 政 策 と価 格 水

f:U9261`Jな どが 代 表 的 な もの とLて 矧 られ て い る が,こ の経 済 変 動 の 問 題 は,1920年 代 以

降 の 貨 幣 の 研 究 と並 ん で,ロ バ ー トソ ンが…一このL題 は 私 に と って 従 来 常 に,経 済 学 σ〉堆 も興 味

あ る部 牙 で あ っ た の で あ り、 また そ れ に対 して 私 が な に ほ どか 個 人的 寄 与.を な した と藷己惚 され る

こ とを望 み う るlip'・の 蔀 分 」 駅(⊃hcrts〔川[11959]p.㊥ と考 え た領 域 で あ った..ぞ.し て 『研 究上

は、 既 存 の 様 々 な 経 済 変 動 論 を 検 討.に 付 した ヒ.で,マ ー シ ャル 的 分 所 装 置 を 産 業 変 動 論 に 適 用 す

る こ と に.ヒ旺ξカj..:・ゴLて し・た.、
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書 は 実 証 的 性 格 の 強 い もの とな っ て い るが,「 研 究』 は 単 に消 極 的 なサ ー ヴ ェ

イ に留 ま る も の で は な く,「 自分 独 自の 理 論 的 骨格 を もつ べ きで あ る」 とい う

マ ー シ ャル の教 え を引 き合 い に した ピグ ーの 激 励 に よ り,ロ バ ー トソ ンは貨 幣

的現 象 とい う表 面 の基 底 に あ る実 物 的 要 因 に ま で掘 り下 げ た分 析 を試 み て い る

(Presley[1979]PP.9-10)。 この 『研 究 』 で は 徹 底 し.た実 物 分 析 が と ら れ,景

気 変動 の 問題 が 貨 幣 経 済 の 存 在 に依 存 してお らず,貨 幣 的 要 因 と別 個 に考 察 可

能 で あ る こ とが 強 調 され る 。 「価 格 」 とい う単 語 も一 般 に,財 ター ム で の 交 換

価値 と同 義 に 用 い られ て い る(Robertson[1915]p.13)。

分析 方法 に 関 して は,ロ バ ー トソ ン もマ ー シ ャ ル 同様 に イ ギ リス流 の 経 験 主

義 的 思 考 様式 を受 け継 ぎ,非 常 に複 雑 な問 題 は,少 しず つ 接 近 して い くこ と し

か で きな い(ゴ6認,p,10)と い う認 識 か ら,ま ず 第 一 部 で 個 別産 業 の 実 証 的 分

析 を通 じて そ こ に お け る変 動 の 原 因 を考 察 す る。 各 館 の理 論 的命 題 の後 に は必

ず そ れ を裏 付 け る豊 富 な実 証 デ ー タの 歴 史的 検 証 が 続 い て い る。 第 二 部 で は そ

れ らの個 別 的変 動 と・.・一般 的 産 業 変 動 との 関連,換 言 す れ ば,個 別産 業 に始 ま る

変動 が経 済 全 体 に及 ぼす 影 響 を分 析 して い る。 こ れ は ロバ ー トソ ンが 早 い時 期

か ら全 体 と して の 産 出 量 の 問 題 に 関 心 を抱 い て い た こ と を 示 唆 す る と.共に,

マ ー シ ャル の完 遂 し得 なか っ た経 済 変 動 論 とい うマ ク ロ的 分 析 と,マ ー シ ャ ル

流 の ミ ク ロ分 析 との リ ンク を与 え る役 割 を も担 っ て い る。

賃 金 ・貨 幣 制 度 とい っ た事 象 は 第 二 部 の 後 半 に な っ て 初 め て 導 入 され る。

『研 究』 の本 文 全254ペ ー ジの うち,実 に211ペ ー ジ ま でが 「貨 幣 」 とい う語 を

一 度 も使 用 せ ず に 経 済 変 動 を論 じてい る の で あ る(Goodhart[1992]p .29>。

これ は,経 済 変 動 の問 題 は まず 実 物 的要 因が 根 底 に あ.り,貨 幣 的要 因か ら独 立

に考 察 で きる,と い う ロバ ー トソ ン.の方 法 論 的 立 場 を反 映 して い る。 したが っ

て ロバ ー トソ ンの立 場 は実 証 的 ・経 験 的 で あ る一 方 で,マ ー シ ャル以 上 に古 典

派 的 に,二 分 法 に頑 な に.固執 した い ささ か歪 みの あ る現 実 主 義 とな っ て い る こ

とは事 実 で あ る。
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2『 研究」の実物 的景気 循環論

この 節 で は ロバ ー'トソ ンの 陶 究」 の 骨 子 を簡 単 に概 観 してお こ う。

ロバ ー トソ ンぽ 『研 究』 第 一部 で個 別 産 業 の 変動 を もた らす 原 因 として,供 ・

給 側 と需 要 側 と に分 け て様 々な 実物 要 因 を検 討 して い る。

供 給 側 の要 因 に は過 剰 投 資 を もた らす 投 資 の 懐 妊 期 間41,投 資 の不 完 全 な分.

割 可 能 性,そ の扱 い づ ら さ,資 本 財寿 命 の 長 さ,そ して 需 要 側 の 要 因 に は流 行,

戦 争,関 税 お よび 農 業 要 因 を,豊 富 な実 証 デ ー タ を踏 ま えつ つ 挙 げ てい る。

続 く第 二 部 で 一般 的 産業 変動 が 扱 わ れ,そ の 中 で 有 名 な実 物 的 波 及 過 程 の 分

析 を通 じた個 別 産業 の 変動 と一般 的 産 業 変動 との 関 連 も考 察 され る。 一 般 的 変

動 の 分 析 は景気 循環 の 回 復 局 面 か ら始 め られ,そ の 指標 と な る生 産性 上 昇 は①

努 力effortの 物 的生 産性 の 上 昇 〔費 用 の 低 『.ド),②産業 生 産 物 の 交 換 価 値 の 相

対 的 上 昇(農 業 上 の 豊 作 等),③ 発 明 等 に よ る資 本 財 の 限 界 効 用 の上 昇,④ 信

用 貨 幣 量 の 拡張,を 通 じて生 じる と され る。 この う ち実 物 的 波 及 過 程 の 分 析 が

展 開さ れ るの は② で あ り,ま た③ で は不 確 実性 に基 づ く資 本 財 の 限 界効 用 の不

安 定性 を論 じて い る。

恐慌 ・不 況 局面 は好 況 を もた ら した 要 因 の行 き詰 ま りに よ りもた.らされ る。

具 体 的 には,確 信 が揺 ら ぎ資 本財 の 限界 効 用 が低 下 す る こ と に よ って,資 本財

供 給 に対 して 資 本財 需 要 が低 下 す る。 これ が ロバ ー トソ ンの 実 物 的 な過 剰投 資

の 意 味 で あ る 。 これ は ま た,「 社 会 に お け る消 費 財 の消 費 を,考 え う る最 高 の

仕 方 で 時 間 的 に 配 分 す る こ とに 失 敗 」(Robertson[1915]p,187).し た とい う

意 味 にお い て,異 時 点 間 資源 配 分 の 失敗 と捉 え る こ と もで き る。

そ の た め,政 策 的 に は好 況 の加 熱 を未然 に 防 ぐ こ とが重 要 と なる が,ロ バ ー

トソ ンは産 業 変 動 を阻止 あ る い は緩 和 す る こ とに 関 して,① 農 業 に お け る地域

間 ・曩 時 点 間補 償 の傾 向 の増 大,② 効 率 の犠 牲 を伴 う こ と な く.投 資 過 程 に お

4)「 懐妊期間periodofgestation」とは 「必要な生産設備を建設し稼動の準惰をするのに必要 とさ

れる期間の長さ」(Rober亡son[1915]p.13)で あるが,こ の懐妊期間および設備の寿命の長 さの

影響に関 しては,ロ バー トソンが191312月16日 に王立統計協会で読み上げた報告の中に既に現

れている。なお,こ の投資の 「懐妊期間」という用語はロバー トゾンの命名である。.
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け る.不連 続 性 の 必 要 を減 らす こ と,③.好 況 期 また は 不 況 期 にお け る錯 誤 の 傾 向

を減 らす こ と,の3点 を挙 げ て い る(ibid,pp.241-49)。

この 中で ロバ ーートソ ンが 最 も力 を入 れ て 論 じて い るの は錯 誤 の 軽 減 で あ るが,

これ に 関 して,可 能 な救 済 策 は4つ 考 え られ 胤,① 産 業 構 造 の 改 善,② 公 衆 の

知 識 の 増 大,③.銀 行 政 策 の 改 善,.④ 貨 幣 的 メ カニ.ズム の 改 善 で あ るが,こ こで

物 価 水 準 の 安 定 に固 執 す る こ とが 必 ず し も望 ま しい とは 限 らない,と い うヴ ィ

ジ ョ ンを打 ち出 して い る 点 は 注 目 に値 す る 。

『研 究 』 で は貨 幣 的 要 因 は 著 し く軽 視 され て い る が,程 度 の 差 こ そ あ れ そ の

扱 い 方,す なわ ち変 動 は 実 物 的 要 因 に よ り生 じ,貨 幣 的 要 因 は そ れ を悪 化 させ

る のみ であ る,と い う ス タ ン スは.占典 派 や マ ー シ ャ ル と同 一 で あ る、.,

不 況 対 策 に関 して は,第 二 版 序 文 で 注 意 を喚 起 して い る よ うに,ロ バ ー トソ

ンは 『研 究.[を 出 版 した1915.年 とい う 早 くか ら公 共.事業 を提 唱 して い る、,

「全般 的 な困 難 に ア プ ロ ー チ す る別 の 方 法 は,資 本 財 に対 す る需 要 の 人 為 的

向 上 で あ る。 建 設 事 業 の た め の 政 府 請 負 契 約 は 不 況 時 に 集 中 され なけ れ ば な ら

な い,と い う救 貧 法 委 員 会 委 員 の 少 数 派 報 告 の提 案 は,多 くの 方 面 に お い て 支

持 を.見出 して お り,心 か らの 支持 に 値 す る と思 わ れ る 」(酌 繍,p,253)。

そ して 貯 蓄 の 不 妊 性 の 認識 を もっ て ホ ー トレー の 大 蔵 省 見 解 を批 判 して い る 。

「ホ ー トレー 氏 の こ の提 案 に 対 す る攻 撃 は ほ と ん ど正 式 な反 駁 に値 しな い 。

彼 は 「政 府 は,こ の 支 出 の た め に 借 入 れ る とい う ま さに そ の 事 実 に よ って,投

資 市 場 か ら さ も なけ 才しば 資 本 形 成 に 用 い られ て い た で あ ろ う.貯蓄 を引 き揚 げ る

の で あ る」 と主 張 す る 。 不 況 期 に は 貯 蓄 は さ もな け れ.ば 〔政 府 に よっ て 用 い ら

れ なけ れ ば 民 間 企 業 に よ って は〕 用 い られ な い の で あ る 」(ibid.,p.253n〔 〕

内 は引 用 者)。

す な わ ち ロバ ー トソ ンは,公 共投 資 は 民 間投 資 を奪 い 取 る の で は な く,さ も

な けれ ば 遊 休 して い た で あ ろ う資 源 を 新 た に 利 用 す る に す ぎな い,と 主 張 して

お り,こ れ は乗 数 ほ どの 積 極 的 意 味 合 い は 持 た な い もの の,ク ラ ウデ.イン グ ・

ア ウ トの議 論 に 対 す る 反 駁 に は 十 分 な り得 る もの で あ っ た 。 不 況 期 に お け る 公
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兵 事 業 の提 唱 そ れ 自 体 は 既 に19世 紀 に も見 られ,ま た ピ グ ー(例 え ばPigou

[1912]p.481>も 主 張 す る と こ ろ で あ るが5卜,貯 蓄 の 不 妊 性 の 観 点 か ら この 問

題 を論 じた点 で ロ バ ー トソ ン は注 目さ れ る。 こ の貯 蓄 の 不 妊 性 の認 識 は後 の投

資 ・貯 蓄 ア プ ロ ーチ の 萌 芽 を含 んで い る。

他方 、不 況 期 の割 引 率 政 策 が 投 資 を刺 激 す る効 力 に関 して は,イ ギ リス に関

す る 限 りロバ ー トソ ン は懐 疑 的 で あ り,こ の点 に お い て はマ ー シ ャ ル を批 判 し

て い る(Robertson[1915]p.234)。

した が っ て,『 研 究 』 全 体 と して の政 策 的 立 場 は,好 況 の 加 熱 の抑 制 に は金

融 政 策 が あ る程 度 有 効 性 を もつ が,不 況 期 に は割 引 率 政 策 は効 果 薄 で,財 政 政

策 を用 い る,と い う もの で あ った 。 そ して 巻 末の 結 論 的.メッ セ ー ジ は,現 存 の

経 済秩 序 に お け る進 歩 と安 定 の 不 調 和 を鋭 く示 唆 す る もの で あ り,「 産 業 の 崩

壊 の混 乱 の 中 か ら将 来 の 恒 久 的 な 巨富 が 生 まれ て くる」(～5認,p,254)と 述 べ

て い る。 こ れ らの 論拠 が 理 論 的 に精緻 化 され るの は 後 の こ とで あ る に して も,

「研 究 ご の 時 点 で,荒 削 りな が ら も確 た る根拠 に基 づ い て,後 の 業 績 に現 れ て

くる ヴ ィジ ョンの 多 くを既 に確 立 して い た こ と は注 目 に値 す る。

皿 大陸経済学 との類似性に関 して

ロ バ ー トソ ≧ の 学 説 に 大 陸 的 要 素 が 強 い と い う 場 合,念 頭 に 置 か れ る 大 陸 経

済 学 者 と して,具 体 的 に は ア フ タ リ オ ン,ッ ガ ンーバ ラ ノ フ ス キ ー,シ ュ ピ ー

トホ フ,ラ ボ ア デー ル と い っ た 名 を 挙 げ る こ と が で き る 。

も っ と も,ロ バ ー ト ソ ン の 『研 究 』 執 筆 当 時,ホ ー トレ ー の よ う な 例 外 を 除

い て ば 明 確 に 「イ ギ リ.ス 的 」 と言 い 得 る よ う な 堅 固 な も の が 存 在 し な か っ た と

い う 意 味 に お い て は,経 済 変 動 論 は ほ と ん ど皆 「大 陸 的 」 で あ っ た,と い う こ

5}ケ ンブ リッジ学 派において不況期 における公共事業の必 要性 を説 いた理論 家と してはピグーが

最 初 であ り,1908年 の教授 就任 演 説に まで遡 る こ とがで きる(Hutdliso・1[1953]:〕,た だ しビ

グーは 「国家が好況期 と不況期 をな らして の全体 と しての労 働需要 を増 加 させ るこ とはで きな

い」のであ り,不 況期 の労働需要の増加 は必 ず好況期 に労働需要 を減 少させ るとい う犠牲 を払わ

ねばな らない,と 考えている点 で 『研究」 のロバ ー トソ ンが提示 し.た論拠 に比べ る と甚だ見劣 り

.がする(Pi,."[1913]p.172}.、
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とは一 応 可 能 で あ る。.イギ リ.ス古 典 派 経 済 学 は変 動 を.・時 的,例 外 的 な現 象 と

して扱 っ た た め,こ の 分 野 で 本 格 的 な分 析 を提 供 す る こ とは な か っ たか らで あ

る。

そ れ は と もか く,大 陸 の 経 済 変 動 論 に お い て しば しば重 要 な役 割 を演 じる 諸

概 念 に つ い て,ロ バ ー トソ ンが どの よ うな扱 い を して い る か を順 次 検 討 して い

くこ と に し よ う。

まず投 資 の懐 妊 期 間 の概 念 に関 して,ロ バ ー トソ ンは これ.をマ ー シ ャル の準

地 代 概 念 の 発 展 にす ぎな い と述 べ て い る(～ う嵐,p.14)、 、・懐妊期 間 の 存在 ゆ え に

生 ず る,個 別 産 業 にお け る技 術 的生 産性 格 差 に基 づ く超 過 利潤 は,努 力 の 真 の

稼 得 とい う よ りはマ ー シ ャ.ル的 準 地代 で あ る と見 な され る。懐 妊 期 間 が 存 在 す

る が ゆ え に 「短 期 正 常 」 と 「長 期 正 常 」 概 念 が 区別 され,ま た短 期 的 に準 地 代

成 立 の 余地 が あ る とい う意 味 にお いて は,こ の 概 念 はマ ー シ ャル経 済 学 に お い

て も 自明 の とこ ろ で は あ るが,ロ.バ ー トソ ンの 意 義 は,ア フ ダ リオ ンを受 け て

これ を産業 変動 論 の 文脈 で明 示 的 に論 じた点 に あ る。 マ ー シ ャル は経 済変 動 論

にお い て は 企業 家 の確 信 ・錯 誤 とい っ た心 理 的要 因 を重 視 す る 占典 派 的基 調 が

強 く,こ の 文 脈 で懐 妊 期 間 を 論 じる こ とは な か っ た 。

ま た 『研 究』 で は 生 産構 造 に 明示 的 に 注 意 を払 っ て い る 点 が 注 目 され る 。

ロバ ー トソ ン は 『研 究』 で は.貯蓄 を 「投 資 の 金融 に利 用 す る こ との で き る消

費財 ス トッ ク」 励 磁 、p.171)で あ る と捉 えて い る信1が,こ の 実 物 貯 蓄 の 教 義 は

大 陸 の ラ ボ ア デ ー ルや シ ュ ピー トホ フ と共 通 して い る。 た だ彼 ら と は過 剰 投 資

の捉 え方 に相 違 が あ り,シ ュ ピ・一トホ フ らが 過 剰投 資 とい う タ ー ムで 利 用 可 能

な 実物 貯蓄(消 費財 ス トック)に 対 す る資 本 財 需 要 の 過 乗L換 言 す れ.ば実 物 形

態 にお け る資 本 不 足 を考 え て い た の に対 し,ロ バ ー トソ ン は この 議 論 に あ る程

度 の 真 実性 を認 めつ つ も,そ れ と は対 照 的 に,本 質 的 に は資 本財 の供 給 に対 す

る需 要 の 不 足 の ター.一ム で過 剰 投 資 を捉 え て い る。 ロ バ ー トソ ンに は そ の根 底 に

6〕..三の貯蓄の定 義は強制貯蓄 やラ.ノキ ング分析 の発展 に伴 い,後 に変化す るが,本 稿で その過程

を追 う余.裕はない,.



64:273;.第170巻 第3弓.

移 ろ い易 い資 本財 の 限 界効 用 とい う認 識 が あ り,確 信 の.バブ ル の崩 壊 の 結.果、

資 本 則'需要 が低..ドす る と.いう論理 は,本 質的 に.イギ リ ス流 の 古 典 派=マ ー シ ャ

ル的 な議 論 で あ る 。 そ して過 剰 投 資 の 意 味 を 「.消費 財 の 限 界効 用 の 時 間 を通 じ

た均等 を保 証 す る こ とに 失敗 した とい う こ と」('6繰,p.180)と 定 義 して い る「:.

また,ロ バ ー トソ ンの場 合 は,変 動 の原 因 と して消 費財 産業 と資 本 財 産業 と

の構 造 的 な垂 直 的 連 関 そ れ 自体 に は さほ ど関心 を示 して お らず,生 産 構 造 を用

い た議 論 を して い る と は い う もの の,後 の.ハイエ:ク的 な議 論 と も異 な る。

この よ うに,大 陸 経 済 学 とあ る程 度:共通 す る概 念 を用 い なが ら もそ の 論 理 展

開 は必 ず し も同 じで は な く,む しろそ れ らの 概 念 をマ ー シ ャ ル流 の 分 析 と調 和

させ る よ う な形 で 展 開 して い る と ころ に ロバ ー トソ ンの 特 徴 が あ る と.言え る。

IVロ バ ー トソ ン と ア フ タ リ オ ン

ロバ ー トソ ンが 『研 究 』 を執 筆 す る に あ た っ て,最 も影響 を 受 け た 大 陸 の経

済 学 者 は ア ル ベ ー ル ・ア フ タ リオ ンで あ っ た。 ロ バ ー トソ ンは1913年 の土 立 統

計 協 会 に お け る報 告 で既 に'「衷妊 期 間の 着 想 の源 泉 と して ア フ タ リオ ン に言 及 し

(Robertson[1914a]p.159),翌 年 に は ア7タ リ オ ンの 「周 期 的 過 剰 生 産 恐 慌

論』 の書 評 を書 いて い る(Robertson[19196])、,

ロ バ ー トソ ンが ア フ タ リ オ ン を特 に 高 く評 価 す る点 は ,景 気 循 環 にお け る生

産 期 間 の 認 識 と,費 用 と成 果 との 問 の均 衡 の 断 絶 とい う異 時 点 問 資 源 配分 の 問

題 の 二 点 で あ る.

前 者 に関 して は,ロ バ ー トソ ンが 懐 妊期 間 と して マ ー シ.ヤル 的準 地 代 概.念の

発 展 に 鋳 直 した こ とは既 に述 べ た。 後 者 は 後述 の 七 一法 則 批 判 の議 論 に 関連 す

る もの で あ る。Presley「 工979],[1981]は この 七 一法 則 批 判 に ア フ タ リ オ ンか

ア}Laidlヒr[1990]は ロバ ー トソ ンの 景気 循環 論 の 中・し・的 特 徴 と して.二 の.異 時 点 間 資 源 配 分 の 失

敗 を重 視 し,ロ バ・.ト ソ ン と後 の オ ー ス トリア 学 派 との類 似 性 を 指摘 して い る..そ して 両 者.の 相

違 は,ロ バ ー トソ ンが 調 整 の 失 敗 を 貨 幣 制 度 の 機 能 に 帰 し て い な い こ と で あ る と述 べ て い る

〔Laidier[1999」p.91)、Lか し レイ ドラ ・.は両 者 に お け る過 剰 投 資 の 意 味 の相 違 を 見 落 と して い

る よ う に思 わ れ る..
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らロバ ー トソ ンへ の 連 続 性 を見 出 してお り,需 要 さ れ る よ り も多量 の倉 本財 を

経 済 が 生 み 出 し得 る とい う意 味 で は 般 的 過 剰 生 産 は生 じ得 る と考 え る点 で,

「 人 の共 通 性 を指 摘 してい る、、

ま た,ロ バ ーートソ ンは ア フ タ リオ ンに加 速 度 原 理 を見 出 して い る(Robertson

[191,51NN.122-123,Aftalion[ユ909]p.219)が,『 研 究1は 産 業 変 動 の 原 因 を

主 と して資 本財 産 業 そ れ 自体 の 変 動 にお い て い る た め,消 費 財 産業 か ら資 本 財

産業 へ の波 及 とい う加 速 度 原 理 の経 路 は 当時 は さ ほ ど重 視 され な か っ た 。

両 者 の 相違 点 と して は,ア フ タリ オ ン の議 論 で は オ ー ス トリア学 派流 に財 に

次 数 が与 え られ,す べ て は最 終 消 費 財 に帰 着 す る た め,そ こで は不 況脱 出 の 鍵

は消 費財 需要 の 限 界効 用 の増 大 で あ っ た の に対'し,ロ バ ー トソ ンの 考 え で は 消

費 財 の 限 界効 用 は む しろ安 定 的 で,循 環 の説 明 は 資 本 財 の 限 界 効 用 の 変 動 の 内

に見 出 され,か つ,そ れ を もた らす もの は 発 明 や 農業Lの 変 化 で あ って 消 費 財

需 要 の 小 さな 変 化 で は な か っ た 。 ロ.バー トソ ンの 過 少 消 費 説 に 対 す る批 判 も同

・の 見 地 か らな され て い る
。

また,ロ バ ー トソ ンが ア フ タ リオ ン を高 く評 価 す る 理 由 と して,ッ ガ ン バ

ラ ノ ブ.スキ ー 等 に 比べ て,よ り実物 的 見 地 か ら景 気 変 動 を分 析L.て い る 点 が 挙

げ られ る が,そ の ア フ タ リオ ンで さえ,不 況 期 に 過 剰 とな りが らな 貯 蓄 は 消 費

財 ス トッ クの 蓄 積 と同 じ物 で あ る と い う点 を認 識 し え て い な い(Robertson

L1915]p.171)、 と批 判 の 対 象 とな っ て い 為。 当 時 の ロ バ ーートソ ン に と って,

経 済 変 動 論 を評価 す る 基準 は,ど の 程 度 まで 実 物 分 析 を徹 底 させ て い る か,と

い う点 に尽 き る と言 え る,、

「研 究』 の ロバ ー トソ ンが 何 故 こ こ まで 実 物 分 析 に 固 執 した の か,そ の 事 情

はそ れ ほ ど明 確 で は な い が,お そ ら く問 題 の 原.因を貨 幣 的 撹 乱 に帰 す る こ とは

事 態 の 表 面的 側 面 を追 うの み で,そ の 基 底 にあ る よ り根 本 的 な問 題 を看 過 す る

こ とに な る,と い う ヴ ィジ ョ ンに よ る もの で あ る と思 われ る。 す な わ ち,20肚

紀 初 頭 の イギ リ.スとい う金 融 大 国 にお い て貨 幣 的 側 面 の もつ 重 要 性 を無 視 して

い た わ け で は ない が,そ れ を動 か す の は 人間 で あ り,究 極 的 に は生 産 とい う も
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の が 背 景 にあ る,と い う.占.典派=マ ー シャル 的 バ ックボ ー ン を持 って い た もの

と考 え ら れ る 、,これ は 貨 幣 的 現 象 に,よ り根 本 的 か つ 積 極 的 な役 割 を認 め る

ホ ー ト レー や ケ.イン ズ とは 著 しい対 照 をな す 。 逆 説 的 に も,r研 究』 以 降 の ロ

バ ー トソ ンの 生 涯 は,ほ とん ど貨 幣 的 諸 問 題 の 研 究 に捧 げ られ た とい っ て も過

言 で は な い が,こ の 実 物 経 済 が 根 底 に あ る と い う認 識 は終 生 変 わ る こ とは な

か っ た、、

V実 物的波及過程 とセー法則批判

この節 で は実 物 的 波 及 過 程 を 用 い た ロ バ ー トソ ンの 七 一法 則 批 判 の議 論 を検

討 す る 。 これ は貨 幣 的 波 及過 程 の議 論 と並 ん で ロ バ ー トソ ン体 系 の二 本 の柱 を

なす もの で あ る。 まず こ こで 用 い られ る ロバ ー トソ ンの実 物 的弾 力性 の概.念 を

見 てお こ う、、ロバ ー トソ ンの議 論 は価 格 ター ム で は な く努 力effortタ ー ム で あ

り,ま た消 費者 と生 産 者 とい う構 図 で は な く,産 業 同 上 の 問 で 生 産 ・消 費 が 考

え られ てい るた め,い さ さか馴 染 み 難 い が,基 本 的 には 努 力 ター ム で の 需 要 の

所 得弾 力 性 と して捉 え る こ とが で きる 。

具 体 的 に は例 えば,農 業 生 産 物 と産業 生 産 物 の 交換 比 率 の 変 化 は総 産 出 量 の

純 増 を もた ら し得 る こ とが 論 証 され る。 す なわ ち,も し農 業 生 産 物 に対 す る産

業 側 の需 要 の弾 ノ」性 が1以 上 で あ れ ば,農 業 上 の.豊作 は相 対 価 格 の 変 化 を通 じ

て 産業 生 産.者の 努 力 〔す なわ ち農 産 物 需 要)の 拡 張 を惹 き起 し,産 業 の 産 出量

は増 大 す る。 そ して も し弾 力 性 が1以 下 で あれ ば産 業 の 産 出量 は低 下 す る。 し

た が っ て,農 業 上 の 変 化 に よ り課 され る交 換 比 率 の 変 化 は所 得 を再 分 配 す るの

み な らず,所 得 水 準 の総 額 を増 減 させ る効 果 を もつ とい うH,。つ ま りこの 弾 力

8:1占 田11990]は この実物的波及旭程の論理に対 して鋭い批判を投げかけている.す なわち,需

要の弾力性が1以.1;である生産者A,Bを 想シi.:し,Aが技術革新を得て生産を拡大すると.Aの

相対価格は低下する、、するとBは[分 の財の相対価格が上がるので生産を増加させる 〔主席拡大

のルール}己、しかしこれ.によりBの 相対価格は低 トしてしまい;相 対価格のルール},Bの 生産縮

小 をもたらすこと:.こなり実物的波及が辿れなくなるとい う,と いうのが出国[1990]の 議論であ

る,、

しかしここでロバートソンのために.一一言弁護しておくと,問 題を動学的な相において捉える場

合,生 産には時間がかかるためこれ.らのプロセスは瞬時に遂行されるわけではなく.こ こで栢/
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性 の 概 念 で は,分 母 が 農 作 物 の 相 対価 格 の 下 落 の 率,分 子 が 産 業 が 農 作 物 を獲

得 す る ため に支 出 す る努 力 の 増 大 の 率 で あ り,ロ バ ー トソ ンにお い て は,産 業

は 自分 の 生 産 物 と交 換 に必 要 な他 産 業 の 生 産 物 を手 に入 れ る とい う産 業 間 の 取

引 が 念 頭 に置 か れ て い る。 そ れ ゆ え,生 産 を行 う こ とに よ る実 物 所 得 へ の 需 要

は他 産 業 の 財 一 般 へ の 需 要 に他 な らず,需 要 の 弾 力 性 が1以 上 で あ る とい うこ

とは,相 対 価 格 の 変 化 に伴 い,他 産 業 の 財 一 般 へ の 需 要 が 増 大 す る こ とで あ る

と同時 に,自 分 の 産 出 量 を増 大 させ る こ とを も含 意 して い る。

ロバ ー トソ ンは,一 部 門 にお け る産 出 の 拡 張 は必 ず し も他 部 門 を犠 牲 に して

行 わ れ る わ けで は ない こ とを繰 り返 し強 調 して い るが,こ の 波 及 の拡 張 範 囲如

何 に よっ て は,特 定 の 産 業 にお け る繁 栄 の 増 大 は一 般 的 景 気 回復 の説 明 と見 な

され.るか も しれ ない とい う(Robertson[1915]p.127)。

さて,こ の議 論 は 七 一法 則 批 判 の 文 脈 にお い て は どの よ うな意 味 を もつ だ ろ

うか.ま ず 議 論 に入 る前 に,い くつ か 述 べ てお か な け れ ば な らな い こ とが あ る。

セ ー法 則 は 「一 般 的過 剰 生 産gene■alglutは あ り得 ない 」 とい う命 題 と して表

現 され る が,こ の一 般 的 過 剰 生 産 の概 念 の捉 え方 が 論 者 に よっ て様 々 で あ り,

この用 語 に よっ て何 を意 味 して い る か を 明確 に した 上 で な い と議 論 が 混 乱 す る

こ と にな る9㌧

こ こで ロバ ー トソ ンは一 般 的過 剰 生 産 を,異 時点 間資 源 配 分 の 失敗 の結 果,

経 済全 体 と して供 給 が需 要 を超 過 す る現 象 と捉 え て お り,こ の 一般 的過 剰 生 産

の 存在 を認 め る こ とが セ ー法 則 に対 す る批 判 にな る と考 え て い た 。先 の波 及過

程 の 議 論 が 一般 的過 剰 生 産 の論 証 に な る とい うわ け で あ る 。

た だ注 意 す べ きは,ロ バ ー トソ ンは ミル あ よ う な古 典 派10♪や マ 』 シ ャル を必

、対価格の上がったBが 生産を拡大 し,そ の相対価格が下落するまでにはラグが介在するので,稼

働率の変化によって即座に生産を拡大 しえない場合には波及を辿ることは可能である.ま た2部.

門モデルという枷を外せば波及プロセスが完全に相殺されるとは限らない。

ただ,後 にも触れるように,ロ バートソンの説明はこの波及が経済全体の拡張をもたらす可能

性を示唆しているものではあっても,そ の必然性を厳密に論証し得たものでないことは鋳記 して

おく必要がある。

9)Kate[1998]は 一般的過剰生産の問題をめぐる諸論争の包括的なサーヴェイを提供している。

10)七 一法則に関しては古典派の聞でも一枚岩ではなく.,様々な立場が存在するが,19世紀後半ノ
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ず しも セ ー..・法 則 の支 持 者 とは 考 え て い ない とい うこ とで あ るd;。 古 典 派=セ ー

法 則 とい う観 念 が 浸 透 して い る 現代 の 我 々 に と って は,一 方 で は古 典 派 の 前場

を支 持 しなが ら,他 方,七 一 法 則 を激 し く攻 撃 す る とい うの は ・見 奇 妙 に 見 え

るが,こ れ が セ ー法 則 に対 す る ロバ ー トソ ンの 特 異 な理 解 に起 因 して い る こ と

は言 う まで もな いD

『研 究』 に お け る ロ バ ー トソ ンの セ ー 法 則 につ い て の叙 述 は錯 乱 を極 め てお

り,削 後 の脈 絡 を把 握 す る こ と は容 易 で は な いが,こ こで の 文脈 に即 して便 宜

..ヒ,七 一法 則 を 種 類 に整 理 す る とす れ ば,次 の よ う に な る だ ろ う。

第 ・に は ミル の主 張 す る よ う に,商 品 を購 買す る もの は商 品 で あ り,総 供給

が 総購 買 力 を超 過 す る こ とは あ り得 な い 。 しか し貨 幣 経 済 に お い て は購 買 と販

売 が 分 離 し得 る た め,・ 時 的 に 「・..般的商 品過 剰generalsuperabundance」 が

生 じ得 る 。 しか し購 買 力 が需 要 に転 化 せ ず,経 済 全 体 と して 供給 が需 要 を 超 過

す る こ とが あ っ て も,「 一 般 的 過 剰 生 産generalglut,generalover-production」

とい う現.象は(定 義L)決 して あ り得 な い 、.,ミル が....・般 的 過 剰 生 産 の μ.ゴ能 性 を

頑 な に拒 否 した の は,社 会 の ど こか に は 実 物 所 得 と して の購 買 力 と 言 う形 で 存

在 して い る とい う意 味 に お い て,寄 接 が 不 足 す る こ とは あ り得 な い,と い う考

え に基 づ い て い た 。 生 産 と同 時 に,そ れ と等 価 の もの を買 うだ け の 購 買 力 が 実

物 的 形 態 で 人 々の 手 に生 じる た め,経 済 全 体 と して の 需 要 と供 給 は恒 等 的 に等

し く,一 般 的 過 剰 生 産 は 定 義 に よ って あ り得 ない 。 あ るの は た だ供 給 構 造 に対

す る需 要 構 造 の 不 一 致 で あ り,せ い ぜ い 特 定 の 財 が 売 れ る よ り も多 く生 産 され

得 る とい う こ とに す ぎな か っ た、,また,も う一 歩 進 んで 古 典 派 は 不 況 期 に は

「ほ と ん どす べ て の 商 品 の 業 者 が 売 れ な い 品 物 で 彼 らの 倉 庫 を一 杯 に して い

る」 よ うな状 況 が 起 こ る こ とをす ら認 め なが ら も,そ れ を 「 一般 的過 剰 生 産 」

とは 決 して呼 ば な か っ た(Mill[.娼74]p.68)。 こ れが セ ー法 則 に つ い て の.古典

派 的 ㌧k場で あ る。 ロバ ー トソ ンが 「 般 的過 剰 生 産 」 と呼 ん だ もの の実 態 は古

、以降は ミルの見解が多人:な影響力をもっていた、、

U}『 研究』第.=版の序文でも.ロ バー.トソン.は1:1分が七一法則の伝統の中で育てられたわけでな

いことを強調している(Rl:,1.,on11948]p.xti:ト、..
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.典 派 の 「一 般 的 商 品 過 剰 」 で あ った 。 この よ う な事 態 が 存 在 し得 る と考 え る点

で は古 典 派 も ロバ ー トソ ン も何 ら相 違 は ない 。

す る と第二 に,ロ バ ー トソ ンが 攻 撃 の 対 象 と した 七 一法 則 の 内容 を推 測 す る

こ.とが で き る。 す な わ ち,経 済 全 体 と して総 供 給 が 総 需 要 を超 過 す る と い う現

象 は 〔た とえ一 時 的で さ え も)あ り得 な い,と い う主 張 で あ る。 確 信 の低 下 す

る 商 業不 況 の 時期 に は こ の超 過 の可 能 性 を認 め で い る とい う理 由 で古 典 派 は免

罪 符 を与 え られ て い る。

そ して ロ バ ー トソ ン の実 物 的波 及 過 程 は,後 者 の意 味 で の 七 一法 則 は貨 幣 経

済 にお い て は 成 り立 た な い,と い う古 典 派 の 享場 を一 歩 進 め,貨 幣 的攪 乱(購

.買 と販 売 の 分 離)の 存 在 しな い 実物 経 済 の み に お い て も,一 般 的過 剰 生 産(実

は一 般 的 商 品 過剰)が 生 じ得 る可 能性 を 示 唆 して い る.点で 一 定 の 意 義 を もっ て

い る12〕。 これ まで は貨 幣 的 撹 乱 の存 在 しな い 純粋 な.実物 経 済 に お い て は総 供 給

と総 需 要 は 一 致 す る と考 え られ て い た か らで あ る 。

事 態 の 捉 え 方 に 関 して は ロバ ー トソ ンは 古 典 派=マ ー シ ャル と大 差 な く,ロ

バ ー トソ ンの 批 判 は,.古 典 派=マ ー シ ャル が 暗 に否 定 した よ うな 型 の 七 一 法 則

〔この 想 定 自体 が 一 種 の 藁 人形 で は あ る が)に 対 して さ ら に 追 撃 を か け る と

い っ た性 格 の もの で あ る。 一 般 的 過 剰 生 産 の 有 無 とい う ター ム にお け る 食 い 違

いが こ の点 を見 え難 く して い る が,本 質 にお い て マ ー シ ャ ル的 伝 統 に実 に忠 実

に従 っ て い る こ とが わ か る 。 最 後 に この ロバ 」 トソ ンの 実 物 的 波 及 過 程 お よ び

七 一法 則 に関 す る議 論 が もつ 含 意 につ い て 一 言 して お こ う。

確 か に ロバ ー トソ ンの この 議 論 は 七 一 法 則 批 判 と して は,従 来 の 評 価 とは裏

腹 に(例 え ばPresley[1979],[1981])必 ず し も十 分 な も の とは 言 え な い が,

た だ この分 析 は努 力 需 要 の 弾 力 性 の 概 念 を用 い て,産 出の 変 動 こそ が む しろ常

態 で あ る とい うこ とを含 意 して い る点 で 注 目に値 す る。 す な わ ち,弾 力 性 が1

よ り大 きけ れ ば産 出量 は累 積 的 拡 大 に向 か う し,1よ り小.さけ れ ば縮 小 に向 か

12)も っと.も,こ の可能性す らも 「全面的相互依存関係 は,か くの如 き局部 的過剰生産 に対抗 して

これ を相殺す る如 き過少生産 をシステ ムの何処 かにつ くり出すので はないか,と いう問題が生ぜ

ぬであろ うか1と いう青 山[1950](245ペ ージ)の 批判 にさらされてい るので あるが。
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う。 産Ilh量が..一定 であ るの は努 力 需 要 の 弾 力 性 が 厳 密 に1に 等 しい例 外 的 な場

合 の み で,通 常 は あ る程 度 リ.ズ ミカ ル な 変 動 を し て い る と い う こ とを この ロ

バ ー トソ ンの 分 析 は示 唆 してい る。 これ.が 『銀 行 政 策 」 で 産 出量 の 「適 当 な 変

動 」 と称 され る もの の 素 地 で あ る。 ロバ ー トソ ン に よ る と,こ の よ う な変 動 は

「正 当 化 し うるjustifiable」 もの で あ り,現 代 産 業 社 会 に お い て は 「適 当 な

appropriate」 もの で あ っ た 。

VIお わ り に

本 稿 で は ロバ ー トソ ンの 産 業 変 動 論 につ い て,処 女 作 『研 究』 を中 心 に方 法

論 的 立 場,懐 妊期 間概 念,実 物 貯 蓄 命 題,過 剰投 資 説,セ ー.一法 則批 判 とい った

要 素 を検 討 しつ つ,大 陸経 済学 との 対比 を行 って きた 。 大 陸 経 済 学 の 影響 を受

けた とい う点 で異 質 で あ る,と い う従 来 の 評仙 は そ の 限 りで は 正 しい が,表 層

的 で ロバ ー トソ ンの位 置付 け と して は必 ず し も満 足 の い く もの で は な い 。

この 「異 質 」 さに は相 応 の理 由 が あ る こ と,そ して 一 見 大 陸風 の概 念 を用 い

つ つ も,そ れ を司 る論 理 は必 ず し も大 陸経 済学 の そ れ と同 じで は な く,む しろ

イギ リス の 占 典派 ・マ ー シ ャル 的 な性 格 の ものが 意外 に多 い こ とは もっ と重 視

され て よい。 これ は ロ バ ー トソ ンの マ ー シ ャル に対 す る絶 え ざる尊 敬 の 念 を 想

起 す る と示 唆 的 で あ る、,

また 『研 究 』 は後 の ロバ ー トソ ンの 業績 の 核 心 部分 の多 くを萌 芽 的 な が ら も

示1慶 して い る点 で 興 味 深 い こ と も論 じた。

こ れ らを踏 まえ 、次 稿 で はマ ー シ ャ ル的 伝 統 との関 係 に焦 点 を 当 て,ロ バ ーー

トソ ンの 産業 変 動 論 を ケ ン ブ リ ッジ学 派 の 中 に位 置:付.ける試 み を行 うこ とに し

た い。
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