
( 21 )
■
『ス コ

ッ トラ ン ド歴史学派』 の 一 員と して の ウイ ワ ァ ム ･ ロ バ ー ト ソ ン

『

ス

コ

ッ

ト

ラ

ン

ド

歴

史
学
派
』

.
の

一

員
と

し
て

の

ウ

イ

リ

ア

ム

･

ロ

バ

ー

ト

ソ

ン

1
『

古

典
的

歴
史
社

会
学
』

と

古
典
的
政

治

経
済
学
の

成

立

と
の

相
互

関

連
に

つ

い

て

の

研
究
の

一

節

1

一

(

l
)

(

2
)

本

稿
は
+

最
近
の

パ

ス

カ

ル

‖

､

､

､

ィ

ー

ク

両

教

授
の

問
題
提
起

に

示

唆
を

う
け

､

十

八

世

紀
中

葉
の

ス

コ

ッ

ト

ラ

ン

ド

の

生
ん

だ

(

*

)

最
大
の

歴
史
家
ウ

イ

リ

ア

ム

･

ロ

バ

ー

ト

ソ

ン

の

歴
史
的
諸

著
作

′

を
､

『

ス

コ

ッ

ト

ラ

ン

ド

歴
史
学
派
』

の

共
通

の

課
題
と

方

法
と
に

関
連
さ

せ

て

統
一

的
に

理

解
し

､

そ

の

特
徴
を

明
ら

か

に

し
､

あ

わ
せ

て
､

古
典
的
政

治
経

済
学
の

成
立
に

果

し
た

役
割
と

意
義
と

を

明

ら
か

に

す
る

こ

と

に

あ

る
｡

こ

れ

ま
で

､

ロ

バ

ー

ト

ソ

ン

は

こ

の

学
派
か

ら

抽
象

･

孤
立

化

さ

れ

て

お

も
に

､

歴
史
学
の

見
地

(

3
)

か

ら
､

『

こ

の

時
代
の

最
大
の

文

化

史
家
』

ま

た

は
､

『

十

八

世

紀

随
一

の

誤
る

こ

と

少

き

歴

史
家
』

(

→

訂

日
○
∽

:
ヨ
官
g

旨
-

e

E
?

大
/

野

精

三

郎

(

4
)

t

O

ユ

呂
)

で

あ

る

と

の

讃
辞
が

贈
ら

れ
､

そ

の

よ

う
に

評
価
さ

れ

て

き

た
｡

し

か

し
パ

ス

カ

ル

教
授
は

､

ロ

ー
バ

ト

ソ

ン

お

よ

び

同

時

代
の

ス

コ

ッ

ト

ラ
ン

ド

の

輩
出
し
た

ダ

ビ

ァ

ド
･

ヒ

ユ

ー

ム

(

U
苧

ま
D

H
仁

ヨ
e
)

､

ア

ダ
ム

･

フ

ァ

ー

ガ

ス

ン

(

A
d

P

m

句
e

→

聖
一

等
n
)
､

ア

ダ

ム

･

ス
､

､

､

ス

(

A
争
P

ヨ

S

邑
t

F
)

な

ど

を

そ

の

主
要
な

代
表
者
と

す
る
一

群
の

ひ

と

び

と

針

『

ス

コ

ッ

ト

ラ
ン

ド

歴
史
学

派
(

S

邑
･

仁

旨

E
賢
○

ユ
b

巴

琶
F
0

0
-

)

』

と

よ

び
､

か

れ

ら
の

歴

史
社

会
学

的

研

究
を

統
一

的
に

み

る

必

要
を

強
調
し

､

か

れ

ら
に

共

通

し
､

∴
)

の

学
派
の

特
徴
を

な

す
理

論
的
核
心

が

歴
史
の

唯
物

論
的
解

釈
に

あ

る

こ

と

を

は

じ

め
て

明

ら
か

に

し

た
｡

､

､

､

■
-

ク

教

授
は

､

こ

の

パ

ス

カ

ル

の

見
解
を

全

面

的
に

踏
襲
す
る

と

ぅ

も

に
､

さ

ら
に

積

0
)

極
的
に

､

こ

の

よ

う
な

歴
史
の

唯
物
論
的

理

解
が

同

時
代
に

成
立

別
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し

た

古

典
的
政

治
経

済
学
を

生

み

だ

す
母

胎
と

な
っ

た

ば

か

り

で

な

く
､

政

治

経
済
学
の

方

法

と

形

態
と
を

決
定
し

た

と
い

う

歴
史

社

会
学
と

古
典
的
政

治
経

済
学
の

成
立

と
の

相
互

関

連
の

問
題
を

は

じ
め

て

提
起
し

た
｡

こ

こ

で

改

め
て

ロ

バ

ー

ト

ソ

ン

の

歴
史
的

諸

著
作
を

､

こ

の

見

地
､

す
な

わ

ち

『

ス

コ

ッ

ト

ラ

ン

ド

歴
史
学

派
』

の

共
通
の

課
題
と

方

法
と

の

な
か

で

再

検
討
し

､

こ

の

学
派

の

な
か

で

か

れ

の

特
徴
と

重

要

性
と

を

再

評
価
す
る

と
い

う
課
題

が

生
ま

れ

て

く

る

の

で

あ

る
｡

だ

が

最
初
に

は
っ

き

り

断
っ

て

お

か

な

け
れ

ば

な
ら

な
い

こ

と

は
､

私
が
パ

ス

カ

ル

お

よ

び
､

､

､

-

ク

か

ら

学
ぶ

も

の

は
､

問
題
提

起
だ

け
で

あ
っ

て
､

そ
の

方

法
で

は

な
い

と

い
ゝ

㌢
丁
と

で

あ

渇
｡

す
な
わ

ち

『

ス

コ

ア

ト

ラ
ン

ド

歴
史
学

派
』

に

共
通

す
る

理

論
的

見
解
の

核
心

が

歴
史
の

唯
物
論
的
解
釈
に

あ

る

と
い

う
見
解
に

同

調
し

､

か

れ

ら

の

方

法
に

追
随
し
て

ロ

バ

ー

ト

ソ

ン

の

著
作
か

ら

唯
物
論
見
解
の

引
用

を

追
加
す
る

こ

と
を

本

稿
の

目

的
と

し

て

い

る

の

で

は

な
い

｡

と
い

う
の

は
､

の

ち
に

明
ら

か

と

な

る

こ

と

だ

が
､

『

ス

コ

ア

ト

ラ

ッ

ド

歴
史
学

派
』

の

歴
史
社

会
学
的

著
作
は
か

れ

ら

の

問
題

提
起
か

ら

安
易
に

推
測
さ

れ

る

よ

う
に

､

歴
史
過

程

せ
一

貫
し

て

唯
物
論
的
に

説
明

す
る

こ

と

を

目

的
と

し
■
て

い

る

わ

け
で

は

な
い

｡

パ

ス

カ

ル

=

､
､

､

-

ク

の

見

解
は

､

第
一

に
､

こ

の

学
派
の

歴
史
社

会
学
的
研

究
の

主
題
と

内
容
を

､

そ
.

の

方

法
か

ら

.
加り

〟

き

り

は

な

し
､

し

ば
し

ば

方

法
を

無
視
し

て
､

そ

の

内
容
に

散
在

す
る

見

解
を

全

体

的
関
連
か

ら

き

り

は

な

し

て
､

こ

の

学
派
に

共

通

す
る

重

要
な

結
論
を

導
い

て

い

る

こ

と
､

第
二

に
､

こ

の

学
派

の

同
一

性
を

強
調

す
る

あ

ま
り

､

こ

の

学
派
の

な
か

で

の

そ

れ

ぞ

れ

の

び

と
の

著
作
の

特
徴
と

そ

の

占
め

る

地

位
と

を

明

ら
か

に

す

る

こ

と
に

必

ら

ず
し
も

成

功
し

た

と

み

る

こ

と

は

で

き

な
い

と

い

う
欠

陥
を

も
っ

て

い

る

か

ら

で

あ

る
｡

そ

の

た

め

本

稿
は

､

ロ

バ

ー

ト

ソ

ン

を
ふ

く

む

『

ス

コ

ッ

ト

ラ

ン

ド

歴
史
学
派
』

の
･
共

通
の

課
題
と

方

法
と
の

見
地

か

ら
､

ロ

ー

バ

ト

ソ

ン

の

歴

史
的
著
作
の

主

題
と

方

法
と

を

内

在
的

･

統
一

的
に

理

解
し

､

あ

と
づ

け
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

こ

の

学
派
の

な

か

で

ロ

ー

バ

ト

ソ

ン

が

ど
の

よ

う

な

特
徴
を

も

ち
､

ど

の

よ

う
な

位
置

を

し

め

る

か
､

か

れ

の

著
作

の

な
か

に

唯
物
論
的
見

解
が

あ

る

と

す
れ

ば
､

全

体

と
の

ど

の

よ

ぅ

な

関
連
の

な
か

で

あ

ら

わ

れ

て

い

る

か

を

改
め
て

再
検
討
し

､

ロ

バ

ー

ト

ソ

ン

の

著
作
を

こ

の

新
た

ら

し
い

光
の

な
か

で

再
評
価

す
る

こ

と

を

目

的
と

す
る

の

で

あ

る
｡

*

.
ウ

イ

リ

ア

ム

･

ロ

バ

ト

ト

ソ

ン

(

弓
≡
㌻
ヨ

河
○

訂
→
t

旨
ロ

､

-

記
-

-
-

3
山

)

は
､

ヒ

ユ

ー

ム

よ

り

約
十

歳
後

輩

と

し
て

牧

師
の

家
に

生

ま
れ

Y

父
の

職
を
つ

ぐ
ぺ

く
エ

デ
ィ

ン

パ

ラ

大

学
に

学
ぷ

｡

大
学

卒
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(

1
)

押
○
対

句

臣
｡

巴
‥

｡

吋
1

0

官
ユ
叫

巴
-

か

岩
○

訂
t

ヨ
t

F
e

S
0

0
t
t

訂
F

E
賢
○

ユ
○

巴
払

旨
0

0
-

O
f

t

F
2

2
-

g

巳
e

e

已
F
0

2

已
弓
¥

ヒ

ー

n

呂
?

(

訂
→
ロ

の
仁

宅
t

e

ユ
叫

d
d
-

.

-
.

ヨ
○

､

N
.

呂
胃
の

F

-

芝
野

(

2
)

河
O

n

巴
d

｢

呂
e

e

打
‥

｡

→
F
e

哲
O
t
t

訂
F

O

O

已
ユ
び

已
-

○

ロ

叶

○

冒
P
叫

巴
賢

琶
○

㌻
【

g

て
､

-

ロ

ロ
e

2
0
0

旨
叫

p

n

払

t

F
e

】

p

ぎ
喜

ロ
○

諾
日
e

阜

訂
∽

P

笥

訂
F
O

ロ
○

弓
O
f

ロ
牢
ロ

p

づ
○

り

♪

e

d
-

訂
か

す
呵

l

O

F
n

S
P

ま
ー

ー

e
-

-

¢

哲
丁

.

営
t
t

O

‥

冒
-
小

t
i

O

巴

2

0

0

n
0

2
呵

呂
P

O

月
3
n
t
∽

O
f

台
覧
○
→

当

-

設
¢

･

水

田
･

永

井
訳

『

古

典
的

政

治

経

済
学
と

資
本

主

義
』

一

九

五

九

年
｡

(

3
)

内

弓
什

空
音
粥

‥

へ

入

口
岩

.

ロ
∽

t

O

ユ

訂
H

d
e

→

A

已
打
-

賢
声
ロ

g
､

､

ど

H

賀
d
2

日
払

N

亡

付

与
ロ
f
t

こ
P
F

g
.

-

ヅ

Z
H
.

窒
-

∞

芦
∽
.

窒
N

.

(

4
)

-
･

中

空
p
｡

打
‥

→
F
e

宅
t

∽

○
巾

E
賢
0

8
-

P

賢

邑
七

〇
f

訂

弓

g
り
e

巴

E
箕
○

ユ
早
口
の

O
f

t

F
e

e
-

吟
F
t

e

e

n
t

F

記
巳

弓
y
.

ワ

ー

N

N
.

二

間
題
提
起
に

従
っ

て
､

ま

ず
､

ロ

バ

ー

ト

ソ

ン

を

ふ

く
む

『

ス

コ

ッ

ト

ラ

ン

ド

歴
史
学

派
』

の

共

通
の

課
題
は

な
に

か
､

ロ

バ

ー

ト

ソ

ン

の

歴
史
的
著
作
の

主

題
は

そ

れ

と
い

か

な
る

関

連
に

た
つ

か
､

そ

れ

ぞ

れ

の

著
作
は

そ

の

主

題
か

ら

み

て

い

か

な

る

関

係
を

も
っ

て

い

る

か

と
い

う
点

を

明

ら
か

に

し

て

お

こ

う
｡

第
一

に
､

指
摘
さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

こ

と

は
､

こ

の

学
派

の

人
〝

の

歴

史
研
究
は

､

｡

の

時
代
の

イ

ギ

リ

ス

の

当

面
し

た

政

㍊

治

的
危
機
の

聞
か

ら

生

ま

れ
た

政
治
の

問
題
の

解
決
を

目

指
す
も

の

で

あ
っ

た
｡

こ

の

時
期
の

イ

ギ

リ

ス

は
､

対

外

的
に

は

ポ

ル

ト

ガ

ル
､

ス

ペ

イ

ン

､

オ

ラ

ン

ダ

の

興
亡
の

あ

と

を

う
け

て

あ

ら

わ

れ

た

フ

ラ

ン

ス

と

植
民
地

を

め

ぐ
る

死

闘
(

一

七
五

六

-
六
三
)

を

お

こ

な

わ

な

け

れ

ば

な
ら

な
か
っ

た

し
､

つ

い

で

ア

メ

リ

カ

独

立

戦
争
(

一

七

七
五

-
八
三
)

に

突
入

し

た
｡

対

内

的
に

は
､

一

方
で

は

植
民

地

体

制
を
ふ

く
む

重

商
主

義
政
策
を

強
化

す
る

こ

と
に

よ

っ

て
､

こ

の

危
機
を

乗
り

き

ろ

う
と

す
る

階
級
勢
力
が

ジ

ョ

ー

ジ

三

世
の

即

位
以

来
と

く

に

玉

党
派
に

結
び

つ

い

て

強
大
と

な
っ

た

し
､

他

方
で

は

植
民

地

よ

り

国
内
市
場
を

重

要
視
す
る

産
業
資
本

家
が

撞
頭
し
っ

つ

あ

り
､

か

れ

ら
の

自
由
を

要
請
す
る

声
も

政

治

的
に

大
き

く

な

り
､

い

わ

ゆ
る

『

旧

帝
国
主

義
』

の

危
機
の

時
代

を

形
成
し
.

て

い

七
｡

こ

の

学
派
の

ひ

と

び

と
の

歴
史
に

た
い

す
る

･

主

要
な

関
心

は
､

イ

ギ

リ

ス

に

お

け
は

政
治

体
制
の

問
題

､

と

く

に

国

王
の

療
威
と

議
会
に

よ

っ

て

代
表
さ

れ
る

人

民
の

自

由
と

の

関
係
で

あ
っ

.
た

｡

政

治

理

論
の

う
え

で

は
､

王

権
神
授
寵
と

社

会

実
射
説
の

対

立
に

な
っ

て

あ

ら

わ

れ

た

が
､

歴
史
研
究
で

は

こ

れ

に

さ

ら
に

第
二

の

事
情
が

加
わ

る
｡

新
ら

た

に

発
見
さ

れ

た

大

平

洋
の

彼
方
の

新
大

陸
の

民
族
が

ま

す
ま

す

研

究
さ

れ

は

じ

め
､

か
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れ

ら
の

習
慣
や

社

会
制
度
の

記
述
が

ま

す
ま

す
広
く

注

目
さ

れ

る

に

至
っ

た

が
､

旅
行

者
や

布

教
師
た

ち
に

よ
っ

て
､

こ

れ

ら

の

民

族
の

な
か

の

最
も

野
蛮
な
･

最
も

低
級
な

も
の

に

あ
っ

て

も

す
で

に

家
族
群

､

村
落
団

体
､

部
族
を

な

し
て

共

同

生

活
を

し
て

い

る

こ

と
が

報
告
さ

れ

た

と

い

う
事
情
で

あ

る
｡

従
っ

て

孤
立

し
た

人

間
も

し

く

は

孤
立

せ

る

家
族

と

い

う
も

の

が

び

と
つ

の

虚
構
で

あ

る

こ

と
が

明

ら
か

に

な
っ

た
｡

こ

れ

ら
の

事
情
と

､

同
じ
こ

ろ
に

乃

至

は

そ

れ

以

前
に

､

自

然
に

た

い

す
る

人

間
の

関

係
に

き

わ

め

て

み

ご

と
に

も

ち
こ

ま
れ

つ

つ

あ
っ

た

と

お

な

じ

科

学
的
態
度
を

社
会
に

お

け

る

人

間
相
互
の

関
係
に

も

ち
こ

も

う
と

す
る

方

法
と

結
び

つ

い

て

こ

の

学
派
の

歴
史
社

会
学

､

な
い

し

は

政

治

社

会
学

が

生

ま

れ

た
の

で

あ
る

｡

か

れ

ら

は
､

こ

の

新
ら
し

い

視
野
か

ら

み

た

人

間
の

研

究
､

知

的
諸
カ

､

人

間
の

活
動
的

詔

力
や

道
徳
的
感
情
の

回

顧
的
分

析
に

興

味
を

集
中

し
た

が
､

そ

れ

は
､

そ

れ

ら

の

分

析
を

通

じ
て

社

会

に

つ

い

て

の

問
題
に

む
か

っ

て

い

た
｡

か

れ

ら

の

歴

史

的

研

究

は
､

通

常
､

政

策
､

経

済
制
度

､

法
の

基
礎

､

諸
制

度
の

歴
史
を

研
究
す
る

形
を

と
っ

た
が

､

こ

れ

ら

は

ら

ね

に

よ

り

広
い

問
題

､

す
な

わ

ち

社

会
に

つ

い

て

の

問
題
の

一

側
面
と

し

て

観
察
さ

れ

て

い

た
｡

こ

の

学
派
で

ほ

つ

ぎ
の

諸

問
題
が

明

白
に

せ

た

暗
黙
の

う

▲
ノ

ち
に

絶
え

ず
提
起
さ

れ

て

い

た
｡

す
な

わ

ち

個
人
の

社

会
生

活
に

た

い

す
る

関

係
は

滋

に

か
､

問
題
と

な

る

政

治
､

富
､

商
業

､

教

養
な

ど
の

機
能

､

そ

れ

ら
の

､

全

体
と

し

て

の

社

会
と

の

関
係

､

現

在
の

社

会
秩
序
は

い

か

に

し

て

そ

れ

以

前
の

社
会
秩
序
か

ら

生

ま
れ

た
か

､

こ

の

発
展
の

過

在
の

な
か

で
､

さ

ま
ざ

ま
の

段
階
を

ど
の

よ

う
に

理

解
す
る

か
､

さ

ま

ざ

ま
の

文

化
の

差
異
を
ど

の

よ

う
に

し
て

説
明
で

き
る

か
｡

『

ス

コ

ア

ト

ラ

ン

ド

歴
史
学
派
』

の

こ

の

よ

う
に

広
汎
の

課
題

の

な
か

で
､

ロ

バ

ー

ト

ソ

ン

の

主

題
は

ど
の

よ

う

な

関

連
を
も

つ

で

あ

ろ

う
か

｡

か

れ

の

諾

著
作
は

そ

の

主

題
か

ら
み

て

ど

の

よ

う

な

関

係
に

た

つ

の

か
｡

か

れ

の

最
初
の

歴
史
的

著
作
で

あ

る

『

ス

コ

ア

ト

ラ

ン

ド

史
』

は
､

ヒ

ユ

ー

ム

の

『

イ

ギ

リ

ス

史
』

の

最
初
の

部
分

､

す
な
わ

ち

十

七

世

紀
の

イ

ギ

リ

ス

の

政

治
･

社
会
の

歴
史
が

で

た

直
後

一

七

五

九

年
に

刊
行
さ

れ

た
｡

こ

の

書
物
は

十

六

世

紀
の

ス

コ

γ

ト

ラ

ン

ド

の

メ

リ

ー

･

ス

テ
ユ

ア

ー

ト

(

呂
p
→

q

∽
t

e

仁

寛
t

)

の

誕

生
か

ら

は

じ

ま

る

政

治

史
を

主

題
と
し

て

い

る
｡

そ

れ

以

前
の

時
代
は

『

政

治
的

活
動
が

あ
い

ま
い

さ

に

包
ま

れ

て

い

た

り
､

ま

た

ほ

と

ん

ど

教
訓
を

提
供
し

な
い

時
代
』

に

属
す
る

か

ら
で

あ

る
｡

そ

し

り

J

て
､

ス

コ

ア

ト

ラ

ン

ド

の

政

治

史
を

､

す
ぐ

れ

て

そ

の

自
然

的
環

㍊



ノ†､､ ち
･

野草･ 琴r
こ ▲

耶
､ l

苧 +･呈､
主

琵 1
キ
野 乍･

･

∵･二ヾ)
第

一

｡一㍉･ ∴ ､
､ち

､

一主要
ノ

‾ゝ野･
ユ 郡 こJ

′

-′̀
÷･■て■･ ･

滞
≡喜

一
ご･一軍

ノ
ご
ご■∴'

:し
≠′■･

J

ご
■

L>
丁‾琴 苧 郡 幣 言■‾野･ 簡 軍師一子

〉

二･ヲ■警寛ぎ
一
･撃･寧冶｡

∫

一 橋論叢 第四 十 六 巷
`
第 三 号 ( 26 ) _一

∴一票℃･
h･ ∴鷲

▲
〉■ノ〔尽･

な 詰 ま 向 戦 備 に は 央 か も か て 的 か 位 て な な 境 -'一一項
睾罠三三野蒜遠? 蓋与よ巧究慧老害三笠

く
､ 雷 .･･

濾
･ ?■■1 I マ

ぶ 聞 か も 作 度 し に 的 あ れ 多 わ の あ め ア に ま び 三男
J べ の ら に 戦 の な 足 近 る わ く れ な る

､

ト お た 社
■本

家人

き 対 で
'

行 発 か り 代
』

れ の の か
○

国 ラ い そ･ 会 ∴ も･
立 あ ヨ 動 適 っ ず 王 つ は 歴■歴 で か 際 ン て の 的 (

り

一
く

様 益 毛こ完琶宗表賢妻芸嘉男三富諾£攣質震 ､

々

･芸
才

相 争 こ フ 規 も
'

員 弱 1 原 が 暗 γ ス が ヨ う を か ノ竜

を は れ パ 模 な 十 し 体 ジ 因 結 晶 ト コ 国 l と 孤 ら
/
∴:三遷ノー

お 新 に 全 化 い 六 う ･ ㌔ を 果 の ラ ブ 内 ロ し 立 明
し

■-テノご華

誓麦ミ讐宏表芸毒霊宝管嘉丁右喜諾 ノ: ㌔与ゑ .､
こ;惑･

■

1

皇.

な て 顧 ら 兵 さ; 隊 全 世 こ る ジ を ン を 国 こ で に 讃

雲墓章藁葺董羞雲量誓書書芸書掌誓書誓言羞
■

′
く,_

0

て■タノ
イ

〉′〉～

ノ
～
㌧
L

ぎ
`

.､
こl ㌫

イ
て
勺

原 て パ じ 傾 団 常 戦 入 中 る に お つ パ た 地 め 的 で
∴

ご て潜

ニー'示芸

言そ与晶三雲･是妄言言語壷 ノ: ミ
『 芸盲墓董慧

ノ∴

■
■

.讃
:璽

造言笑警克慧冒昆号己; 品等ヲ千言冨業苦宗 ･､三
三讃

葦賽書芸芸誓羞董雲量蓋葦妻毒葦
毛

書責苦音..
.

■

･･
一室箋.

牽雲量誓書書芸重苦蓋裏芸重宝言霊葉書曇′
ゾ

･

箋･

･

-

′

ご 相 を か こ か く 十 る し な の シ l 主 か 秘 う た･
=■言婆

と 澱 み な と つ 均 六 こ
､

く 書 ス ロ 題 っ 密 一に
0

′

_.
義男′
I

T
墨
｢

ββ4 ､
止ちぢ

-
こ■与串̀ゴ･

【一
■ゝ一

月

, 苛
セー12

卜

⊥ニラ

.‾-i-
∋う‾､

ゝ



L

＼

ト ラ ン
､

ド歴史 学派』 の 一
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ト ソ ンブコス『)72(

き

事
態
の

千

変
万

化

な
生

起
は

､

こ

の

時

期
の

歴
史
を

､

興

味
津

津
た

ら

し

め
る

の

み

な
ら

ず
､

こ

れ

ら

君

主
の

な
に

び

と
に

も

過

度
の

進
出
を

敢
え
て

す
る

こ

と

な
か

ら

し

め
､

か

れ

ら
の

権
勢
が

卓
越
の

域
に

達
し

て
､

人

類
の

自

由
と

幸
福
と

を

乱
す
に

至
る

が

ご

と

き
こ

と

あ

ち

し

め

ざ

り

し

実

効

が

あ
っ

た
』

(

四
五

四
ぺ

-

ジ
)

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
に

国
際
政

局
に

お

け
る

均
衡
に

よ

る

対

抗
々
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

諸
国

民
の

国
内

的

自
由
と

幸
福
の

母

と

み

た

点
に

お

い

て
､

ロ

バ

ー

ト

ソ

ン

の

特
徴
が

あ

る
｡

『

ア

メ

リ

カ

史
』

に

お

い

て
､

ロ

バ

ー

ト

ソ

ン

の

主

題
は

､

大

き

く

転
回

す
る

｡

本

来
､

そ

れ

は

『

カ

ー

ル

五

世

時
代
史
』

の

序

文
に

お

い

て

予

約
さ

れ

て

い

た

こ

と

で

あ
っ

た
｡

す
な

わ

ち

十

六

世

紀
の

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

の

諸

国
民

の

対

立
･

抗
争
に

新
ら

た

な

要
因

と

し
て

加
わ

た

ス

ベ

イ
J

に

よ

る

メ

キ

シ

コ

､

ペ

ル

ー

の

征
服

､

北

ア

メ

リ

カ

の

植
民
地

の

創
設
に

つ

い

て

は
､

カ

ー

ル

五

世

時
代

史
の

序
文
の

な
か

で

表
面

的
に

み

る

だ

け

で

は

足
り

ず
､

重

要
な

で

き
ご

と
で

あ
る

か

ら

別

書
に

譲
ら

れ

る

こ

と

が

明

ら
か

に

さ

れ

て

い

た
｡

こ

の

予

約
を

果
し
た

の

が

『

ア

メ

リ

カ

史
』

で

あ

る

が
､

し

か

し
か

れ

の

主

要
関

心

は
､

ス

ペ

イ

ン

の

征
.
服
以

前
の

ア

メ

リ

カ

土

着
民
の

社

会
に

む

け

ら

れ

た
｡

か

れ

は
､

『

ス

コ

ッ

ト

ラ

ン

ド

史
』

に

お

い

て

も
､

ま

た

『

カ

ー

ル

五

億
時

代
史
』

に

お

い

て

も
そ

れ

ぞ

れ

の

冒
頭
に

主
題
を

理

解
す
る

た
め

に

必

要
な

そ

れ

以

前
の

時
代
の

社
会
の

発

展
の

歴
史
を

要
約
し
て

示
し

て

い

る
■け

れ

ど

も
､

.
そ

れ

ら

と
ア

メ

リ

カ

土

着
民
の

社
会
と
の

此

較
に

お

い

て
､

ア

メ

リ

カ

の

そ

れ

は
､

『

わ

れ

わ

れ

の

認
識
で

き

る

最

も

粗

野

な

生

活

形
態
の

な

か

で

あ

ら

わ

れ

て

い

る
｡

わ
れ

わ

れ

は

丁

度
結
合

し

は

じ

め

て

い

る

社

会
を

み

る

し
､

社

会
生

活
の

初
期
に

あ

る

人

間
の

感
情
と

行

動
と

を

検
討
す
る

こ

と

が

で

き
る
』

(

八
一

一

ペ

ー

ジ
)

｡

か

く

て

ロ

バ

ー

ト

ソ

ン

の

関
心

は

ス

コ

ア

ト

ラ

ン

ド

歴

史

学
派
の

他
の

ひ

と

び

と

同
じ

よ

う
に

､

地

球
上

に

お

け

る

人

間

社

会
の

進
歩

､

『

粗
野

･

単
純
な

未
開
生

活
か

ら
､

勤

勉
､

技

術

そ

し

て

洗
練
さ

れ

た

立

派

な

社
会
に

到
る

ま
で

の

経
歴
を

た

ど
る

こ

上
』

(

八

〇

六
ペ

ー

ジ
)

に

移
る

｡

晩

年
の

『

古
代
イ
ン

ド

の

歴

史

研
究
』

も

東
西

世

界
の

通

商
関
係
の

歴
史
を

と

り

あ
つ

か

っ

て

い

る

が
､

そ

の

根
底
に

は
､

イ
ン

ド

社

会
が

､

ヨ

ー

ロ

ッ

パ
､

ア

メ

リ

カ

両

社

会
の

あ
い

だ

の

い

か

な
る

発
展
段
階
に

属
し
て

い

る

か

と
い

う
関
心

が

強
く

働
き

､

イ
ン

ド

国
民
の

精
神

､

生

活
様
式
お

よ

び

社
会
諸

制
度
の

研

究
が

つ

け

加
え

ら

れ

て

い

る
｡

こ

の

よ

う
に

か

れ
の

著
作
を

み

て

く

る

と
､

ロ

バ

ー

ト

ソ

ン

の

世
界
史
的
感

覚
の

発
展
過

程
が

有
機
的
に

連
繋
し

た

段
階
を

示

し

5

て

い

る

こ

と

が

明

ら
か

と

な
る

｡

か

れ

が

故
国
ス

コ

ア

ト

ラ

ン

ド

㍊



撃て攣撃撃攣攣警野攣
･

､ L‡;

..さ

._冒軍ぎ.
′

1･,軍雫
･腎～

プチ∫t
二子…≡撃でぎ 闇 -…;こ′T

邪 腎
宕
↓警

妄
滞準くヶ､≡

小つ苧′･-
も二･･ 野≡攣軍琴攣‾

_
;

…八二;
小

野 閤
ン

/
二

･-‾ノ∴
′
背深

一 橋論叢 第 四十 六 巻 第三卓 .(
2 8 )

∴ノ
･孝芸

ニ1
/

声
7

F
′
▲澄､･

か ト 立 と l 題 は 争.
こ は を る 学 が ア れ 身 き を ､,

/害′‾
れ ソ と 共 ト

､ ､

の の 『 橋 口 こ 派 わ 社 て 本
､

孤 ∴
工

事
上

l

ト■1

,
1 恩

の ン 発 通 ソ 社 口 記 よ 俳 成 バ と の か 会 ゆ 来 そ 立
二

個 の 展 に ン 会 バ 述 う 優 し l に な る を く の れ
･

と ,
→ 々 主 に す が そ l が な

』 '

ト な か
0

そ 有 状 か し
の 題 と る 『 れ ト 中 政 で 主 ン る で こ の 様 態 ら て ∴

著 と も 間 ス 自 ソ 心 治 あ 題 に の は の 世 を な ヨ で

作 関 な 題 コ 身 ン を 家 る と よ で じ 企 界
､

ら ト ほ _

ロ ■

イ

を ロ 括 っ の で 駒
二

向 バ う 代 に 世 関 ト
､

童董書誓毒書芸
r

＼一

.

■

享覇
て

｡

バ

ー

ト

ソ

ン

の

と
っ

た

方

法
､

い

い

か

え

れ

ば
､

か

れ

の

歴

泌

史
社

会
学
的
方

法
に

従
っ

て
､

ロ

バ

ー

ト

ソ

ン

の

全

著
作
の

意
義

を

問
う
こ

と
が

必

要
と

な
っ

て

く
る

の

で

あ

る
｡

ニ

ロ

バ

ー

ト

ソ

ン

を

ふ

く

む
こ

の

学
派
の

基

本

的

見

解
に

よ

れ

ば
､

『

人

間
は

根
漁
に

､

自

然
の

手
か

ら
あ

ら
わ

れ

る

と

き

に

は

到

る

と
こ

ろ

ま
っ

た

く

同

じ

で

あ

る
』

(

八
四

八
ペ

ー

ジ
)

､

が

そ

れ

に

も
か

か

わ

ら

ず
､

人

間
の

現

象
に

多
様
性
が

み

ら

れ

る

の

は
､

人

間
の

お

か

れ

た

事
情
の

ち
が

い

に

す
ぎ

な
い

｡

こ

の

基
本
的

･

主

導
的
考
え

の

社

会
の

自
然
的

･

理

論
的

歴
史
へ

の

応
用
が

こ

の

学
派
の

特
徴
を

な

し

て

い

る
｡

こ

の

学
派
の

な
か

で

の

ロ

バ

ー

ト

ソ

ン

の

特
徴
は

､

人

間
の

お

か

れ

た

事
情
に

つ

い

て

広
い

考
察
を

は

じ

め

て

お

こ

な
い

､

鋭
く

分

析
し

た

と
こ

ろ
七

あ

る
｡

人

間
を

と

り

ま

く

環

境
､

ロ

バ

ー

ト

ソ

ン

の

表
現
に

よ

れ

ば
､

状
態
(

巴
由
t

e
)

は
､

自
然
の

状
態

と

社

会
の

状
態
(

→
F
e

賢
p
t

e

O
f

苔
2 .

e
t

ユ

に

わ
･
か

れ

る
｡

自
然
的
諸

条
件

､

い
′

い

か

え

れ

ば

『

そ

の

位
置
お

よ

び

そ

の

各

地

域
の

傾
向
か

ら

生

ま

れ

る

恒

久

的
･

特

徴

的

性

質
』

(

八

〇

三

ペ

ー

ジ
)

の

も

と
に

､

ロ

バ

ー

ト

ソ

ン

は

土

地
の

面

積
､

山

脈
､

河



( 2 9 ) 『ス コ
ア ト ラ ン F 歴 史学派』 の 一 員と して の ウイ り

､

ァ ム ･ ロ バ ー ト ソ ン

川
､

湖
沼

､

気
候
関

係
の

総
体

､

い

い

か

え

れ

ば
､

一

国
の

地

理

的
様
相

を

み

て

い

る
｡

∴

社

会
の

状
態
の

も

と
に

､

か

れ

は
､

個
々

の

国

民
の

政
治
制
度

､

慣
習

､

宗

教
､

法
律
関
係

､

商
業

､

科

学
お

よ

び

技
術
を

み

て

い

る
｡

こ

こ

で

は

人

間
は

び

と
つ
､

の

共
同

社

会
の

一

員
と

し

て

あ

ち

わ
れ

て

い

る
｡

こ

こ

で

は
､

人

間
の

社

会
的

･

文
化

的
関
係
が

問

題
と

な
る

の

で

あ
る

｡

と
こ

ろ
で

ロ

バ

ー

ト

ソ
.

ン

に

よ

れ

ば
､

自
然
的
諸

条

件
は

､

社

会
の

状

態
の

変
化
に

と
も

な
っ

て
､

人

間
に

七
っ

て

の

意
味
も

変

化

す
る

｡

い

い

か

え

れ

ば
､

自
然
的
諸

要
因
と

社
会
的

･

文

化

的

諸

要
因
の

人

間
に

た

い

す
る

作
用
め

仕
方

は
､

社
会
の

状
態
の

発

展
の

高
さ

に

依
存
す
る

｡

た

と

え

ば

気
候
的
関
係
は

､

野
蛮
社
会
と

文

明

社

会
と
で

は

ち

が
っ

た

影
響
を
お

よ

ぼ

す
｡

文

化
の

最
も

低
い

段
階
で

は

人

間
に

決
定

的
な

影

響
を

あ

た

え
る

｡

『

人

間
の

生

存
す
る

地

球
の
■
ぁ

ら

ゆ

る

地

方

で
､

気
候
の

カ

は

決
定

的
な

影

響
力
で

人

間
の

状
態
と

性
格
に

影
響
を

お

よ

ぼ

し

て

い

る
｡

1
こ

の

気
候
の

強
力

な

作

用
は

､

未
開
の

諸
国

民
の

な

か

で

は

最
も

は
っ

き

り

感
ぜ

ら
れ

､

そ

れ

よ

り

進
歩
し
た

社

会
に

あ

た

え

る

よ

り
､

は

る

か

に

大

き

な

影
響
力
を

生

み

だ

す
の

で

あ
る
』

､

『

野
蛮
人
は

､

植
物
や

動
物
に

似
て

､

か

れ

の

お

か

れ

た

気
候
に

規
定

さ

れ

る

の

で

あ

る
』

(

八

五

〇
ペ

ー

ジ
)

｡

ま

た

土
地

そ

れ

白
身

､

人

間
社

会
の

発
展
に

と

も

な
っ

て

変
化

す
る

こ

と

を

指
摘
し
て

つ

ぎ

の

よ

う

に

言
っ

て

い

る
｡

『

わ

れ

わ

れ

が

住
む
こ

と

の

で

き

る

地

上

を

調

査

す
れ

ば
､

わ

れ

わ

れ

が

自
然
の

手
に

帰
し
て

い

る

豊

度
と

美
観
の

少
な

か

ら

ざ

る

部
分
が

人

間
の

手
に

な

る

も
の

で

あ

る

こ

と

が

わ

か

る
｡

人

間
の

努
力

は
､

そ

れ

が

数
時
代
に

わ

た
っ

て

継
続
す
れ

ば
､

土
地

の

様
相
を
か

え
､

そ

の

性
質
を

改

善
す
る

の

で

あ

る
』

(

八

〇
三

ペ

ー

ジ
)

｡

従
っ

て
､

か

れ

の

見
解
に

よ

れ

ば
､

人

間
の

社

会

発

展

を

規
定
す
る

決
意
的

影

響
力

は
､

自
然
的
環
境
で

は

な

く
､

人

間

を

そ

の

な
か

に

お

く

社

会
的
環
境
で

あ
る

こ

と

に

な

る
｡

『

人

間

の

気
質
と

慣
習
と

は
､

か

れ

ら
の

状
況
に

よ

っ

て

形
成
さ

れ
､

か

れ

ら
が

生

活

す
る

社

会
の

状
態
か

ら

生

ま

れ

る

と

結
論
し

て

よ

い

で

あ

ろ

う
｡

社

会
の

状
態
が

変
化

す
れ

ば
､

ひ

と
び

と

の

性
格
も

必

然
的
に

変
化

す
る
』

(

八

〇
六
ぺ

ー

ジ
)

｡

こ

こ

で

は
､

人

間
そ

の

も

の

が
､

そ
の

時
代
の

歴
史
的
社

会
形
態

に

よ
っ

て

決
定
さ

れ

る

ひ

と
つ

の

社

会
的

存
在
と

理

解
さ

れ

て

い

る

よ

う
に

み

え
る

｡

そ

し

て

か

れ

の

社
会
の

状
態

を

構
成
す
る

諸

要
因
を
つ

ぎ
の

よ

う
に

み

る

な

ら
ば

､

び

と

は

そ

こ

に

こ

の

学
派
の

な

か

で

の

唯
物
論
的

▲7

見
解
が

ロ

バ

ー

ト

ソ

ン

の

な
か

に

集
約
的
に
.あ

ら
わ

れ

て

い

る

と

㍊
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( 3 2 )

威
名

丁

一

橋論叢 第四 十 六 巻 第三 号

獲
得
は

､

現

実

的
文

化
の

発
展
と

結
ぶ

っ

い

て
い

る
｡

人

間
は

自

己
の

勤
労
を

助
け

る

家
畜
を

養
い

､

そ

れ

に

よ
っ

て

生

活
の

配

慮

か

ら

部
約
分

に

解
放
さ

れ
､

文

化

的
発
展
へ

の

余
裕
を

う
る

こ

と

に

な
る

｡

そ

し

て

漸
次

､

自
然
を

支

配

す
る

道
を

み

い

だ

す
こ

と

に

な
る

｡

ニ

の

家
畜
の

飼
養
の

な
か

に

人

間

の

『

す

ぐ

れ

た

特

権
』

が

あ

る
｡

こ

れ

に

金

属
の

獲
得
と

使
用
と

が

加
わ

れ

ば
､

人

間
は

よ

り

高
次
の

発
展
の

た

め

の

現

実
的
な

手

段
を

も
つ

こ

と
に

な

る
の

で

あ
る

｡

こ

の

段
階
で

の

政

治
で

は
､

対

外

政

策
の

遂

行
は

､

前
の

段
階

と

ち
が

っ

て
､

時
折
に

す
ぎ

な
い

｡

､
む

し

ろ

私

有
財
産
の

制
度
が

必

然
的
に

つ

く
っ

た

国
内
諸

関

係
を

規
制
す
る

こ

と
に

な
る

の

で

あ
る

｡

け

だ

し

私

有
財
産
は

､

『

正

規
の

政
治
の

い

ろ

い

ろ

の

施

策
を

樹
立

す
る

こ

と

に

人

類
を

導
い

た

主

要
な

動
機
で

あ

る

の

み

な

ら

ず
､

ま

た

法
と

政

策
と
の

大

き

な

対

象
を

な

し
て

い

る

の

で

あ

る
』

(

八
二

八
ペ

ー

ジ
)

｡

ロ

バ

ー

ト

ソ

ン

は

『

カ

ー

ル

五

世

時

代

史
』

の

序

論
の

な

か

で
､

ロ

ー

マ

帝
国
の

没

落
よ

り

第
十
六

世

紀
に

至

る
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

の

進

歩
を

概
観
し

､

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

諸
国

民
の

農
業
社

会
内
で

の

土

地

保

有
形

態
の

変
遷
を

あ

と
づ

け
､

そ

れ

と

政

治
形
態
と

の

不

可

分
の

関

係
を
み

い

だ

し

て

い

る
｡

す
な

わ

ち

国
王

と

貴
族
の

政

治

的
諸

関
係
を

土

地

保
有
形
態
の

変
遷
か

ら

あ

と
づ

け

て

い

る
｡

封

細

建

時
代
の

当

初
貴
族
が

国

王
か

ら

う
け

た

恩
地

(

官
n
e

P
O

且
ほ

､

借
地

親
閲
は

不

定
で

あ

り
､

国
王
の

意
の

ま

ま

に

と

り

あ

げ

ら

れ

た

り
､

あ

た

え

ら

れ

た

り

し
た

｡

そ

の

後
そ

れ

は

終
身
の

授
与

地

と

さ

れ
､

の

ち

世

襲
的
と

な
っ

た
｡

相

続
権
は

は

じ

め

は

直
系
の

貴
族
せ

そ

の

男
子
に

､

つ

い

で

傍
系
の

男
子
に

､

つ

い

で

女
系
に

ま
で

拡
げ

ら
れ

た
｡

こ

の

段
階
に

お

い

て
､

土

地

は

封
地
(

訂
訂
)

と

よ

ば

れ
､

事
実
上

､

国
王

の

手
か

ら

貴
族
に

移
っ

た
｡

貴
族
が

獲
得
し

た

の

は

土

地

だ

け

で

は

な
い

｡

通

行
税

､

渡
し

賃
､

官
職

に

と
も

な

う

俸
給
お

よ

び

臨
時
収

入
､

そ

し
て

年
金
ま
で

､

封
地

卜

し

て

授
与
さ

れ
､

保

有
さ

れ

た
の

で

あ
る

｡

そ

の

結
果

､

ヨ

一

口

ァ

パ

の

大

部
分
の

国
に

お

い

て
､

高
い

官
職
は

世

襲
的
と

な
っ

た

の

で

あ

る
｡

こ

の

過

程
を
ロ

バ

ー

ト

ソ

J

は

つ

ぎ

の

よ

う

に

総

括

し

て

い

る
｡

『

こ

の

所
有
権
の

変
革
は

､

そ

れ

に

対

応

す
る

政

治
体
の

変

化

を
ひ

き
お

こ

し
た

｡

す
な
わ

ち

国

王
の

大

き

な

家
臣

た

ち
は

､

こ

の

よ

う
な

尤

大
な

所
有
物
を

獲
得
す
る

や
､

そ

れ

に

ふ

さ

わ

し

い

権
力
も

奪
い

と

り
､

国

王
の

裁
判
権
を

抑
え
つ

け
､

人

民
の

権

利
を

躁
欄
し

た
の

で

あ

る
｡

こ

の

関
連
の

た

め

に
､

封
建
的
所
有

権
財
産
の

発
展
を

た

ど
る

こ

と

が

歴
史
上

重

要
な

対

象
と

な
る

の



( 3 3 ) 『ス コ
ッ ト ラ ン ド歴史学派』 の 一 員と して の ウイ′リ ア ム ･ ロ バ ー ト ソ ン

で

あ

る
｡

と
い

う
の

は
､

あ
る

特
定
の

時
代
に

､

所
有
権
が

い

か

な
る

状
態
に

あ

る

か

を

み

い

だ

せ

ば
､

わ
れ

わ

れ

は

そ

の

と

き
の

国
王

と

あ

る

い

は

貴
族
が

も
っ

て

い

る

権
力
の

程
度
が

ど

の

く

ら

い

か

を

正

確
に

結
論
す
る

こ

と
が

で

き
る

で

あ

ろ

う
』

(

三

七

五
ペ

ー

ジ
)

｡

ロ

バ

ー

ト

ソ

ン

は
､

中
世

紀
の

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

社
会
と

関
連
さ

せ

て
､

イ

ン

ド

社

会
を

位
置
づ

け
て

い

る
｡

か

れ

は

古
代
の

ヨ

ー

ロ

γ

パ

人

が

最
初
に

同

国
を

訪
ね

た

と
き

､

国
王

が

土

地
の

唯
一

人

の

普
遍
的

所
有
者
で

あ

り
､

か

れ

か

ら

臣

下
が

保
有
す
る

さ

ま

ざ

の

土

地

保

有
の

形
態

が

び

き

だ

さ

れ

る

の

を

み

た
こ

と

を

明

ら
か

に

し
､

そ

し
て

現

状
に

お

い

て

イ
ン

ド

の

小

農
民
が

『

独

立

性
を

保
ち

､

そ

の

幸

福
な

生

活
』

か

ら
､

ヨ

ー

ロ

ァ

パ

の

封
建

的
土

地

保
有
形
態
の

変

遷
の

理

論
を

援
用

し
て

､

小

農
民

の

土

地

を

『

永

遠
の

世
襲

財
産
』

で

あ

る

と

し
､

ヨ

ー

ロ

γ

パ

の

封
建

的
社
会
の

最
終
段
階
に

､

イ
ン

ド

社

会
を

位

置
づ

け

て

い

る

(

､一

一

七

八
ペ

ー

ジ
)

｡

そ

し

て

イ
ン

ド

で

は

財
産
の

不

平
等
に

と

も

な

う

階

級

の

区

別
と

職
業
の

分

化

が

あ

ら

わ

れ

て

お

り
､

こ

れ

は

ま

た
こ

の

社
会
が

か

な

り

進
歩
し

て

い

る

こ

と
を

示

す

も

の

と

し

て

い

る

(

一

一

三

二

ペ

ー

ジ
)

｡

ロ

バ

ー

ト

ソ

ン

は

農
業
社

会
に

入
っ

て

成
立

す
る

階
奴
の

区

別

と

と

も

に
､

社

会
に

お

け
る

職
業
の

分

化
と

く

に

商
工

業
の

発
達

が

政

治

形
態
を

規
定

す
る

こ

と
に

注

目

す
る

｡

商
工

業
の

発
達
に

と

も

な

う
諸

都
市
の

勃
興

､

こ

れ

に

た

い

す
る

自
治

権
の

授
与

､

こ

の

階

級
の

政

治

参
加
の

意
義
に

つ

い

て
､

ロ

バ

ー

ト

ソ

ン

は
つ

ぎ

の

よ

う

と

述
べ

て

い

る
｡

『

諸

都
市
の

代

表
者
た

ち

が

議

会
に

地

位
を

得
た

の

が

ど
の

よ

う
な

経

路
で

あ
っ

た

に

し

ろ
､

そ

の

で

き
ご

と

は

政

治
の

形
態
と

精
神
と

に

大
き

な

影
響
を

あ

た

え

た
｡

そ

れ

は

貴
族
の

抑
圧

と

厳
格
さ

に

民

衆
の

自
由
を

適
当
に

ま
ぜ

合

す
こ

と
に

な
っ

た
｡

そ
れ

は
､

こ

れ

ま

で

な

ん

ら

代
表
者
を

も
た

な

か
っ

た

大

多
数
の

人

民
に

､

か

れ

ら

の

権
利
と

特
権
と

を

積
極

的
か

つ

強
力

な

保
護
物
を

確
保
し

た

こ

と

に

な
っ

た
｡

そ

れ

は
､

貴
族

と

国
王

と
の

あ
い

だ

に

中
間
的
な

権
力

を

打
ち

た
て

た
｡

国

王

と

貴
族
は

､

代
り

あ
っ

て

か

れ

ら

に

依
存
し
､

か

れ

ら
は

あ

る

と

き

は

国
王
の

横
暴
に

反

対
し

､

他
の

と

き

は
､

後
者
の

侵
害
に

抵

抗
し

た
｡

共
同

体
の

代
表
者
が

議
会
に

お

い

て

信
頗
と

影
響
力

を

得
る

や
､

法
の

精
神
は

､

往
昔
と

は

ち

が

う
も
の

と

な
っ

て

き

た
｡

そ

れ

は
､

新
ら

た

な

諸

原
理

か

ら

で

て
､

新
ら
た

な

対

象
に

む
か

っ

た
｡

す
な
わ

ち

平
等

､

秩
序

､

公

共
の

福
祉

､

不

平
の

救

済
と
い

う
言

葉
が

使
用
さ

れ
､

思
想
で

も

あ
っ

た
｡

そ

し
て

ヨ

ー

一

.

▲

ロ

ッ

パ

の

諸

国

民
の

法
と

司
法
の

な
か

に

次

第
に

親
し

い

も

の

と

㍊
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頚

. ダ

三

な
っ

た
｡

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

の

す
べ

て

の

国
に

お

い

て

自
由
に

有
利
な

す
べ

て

の

努
力

は

ほ

と
ん

ど

議
会
に

お

け

る

こ

の

新
ら

た

な

努
力

に

よ
っ

て

な
さ

れ

た

も
の

で

あ

る
｡

そ

れ

が

重

要
さ

と

影

響
力
を

高
め

る

に

つ

れ

て
､

貴
族
的

精
神
の

厳
し

さ

は

次

第
に

少

く

な
っ

て

い

っ

た
｡

貴
族
の

往
昔
の

異
常
な

裁

判
が

な

く

な
っ

て

ゆ

く
に

っ

れ

て
､

人

民
の

特
権
僧

次

第
に

広
汎
な

も
の

と

な
っ

た

の

で

あ

る
』

(

三

二

〇
ペ

ー

ジ
)

｡

か

く
て

十
六

世

紀
に

至

る

と
､

封
建
制
度
の

崩
壊
と

商
工

業
の

発
達
に

よ

り
､

ほ

ぼ

政

治
的

性
楷
を

同

じ

く

す
る

国
家
群
が

登

場

し
て

く
る

｡

兵
制
の

改
革

､

す
な

わ

ち

常
備
軍
制
度
の

発

達
に

よ
っ

て

近

代

的
国
家
の

萌
芽
が

あ

ら

わ

れ

て

く

る
｡

ロ

バ

ー

ト

ソ

ン

は

こ

の

新

ら
た

な
ヨ

一

口

γ

パ

の

国
際
関

係
の

な
か

か

ら
､

歴
史
の

教
訓
を

ひ

き

だ

す
こ

と

を

主

題
と

し
て

い

る
｡

か

れ

の

歴
史
叙
述
の

主

要

な

部
分
は

カ

ー

ル

五

世

お

よ

び

フ

ラ

ン

シ

ス

一

世
の

対
立

お

よ

び

軍
事
遠
征

で

あ

り
､

そ

れ

か

ら

教
訓
を

び

き
だ

す
こ

と

を

直
接
の

目

的
と

し

て

い

る

け

れ

ど

も
､

か

れ

は

こ

の

よ

う

な

対

立

を

支

え
､

規
定

し

て

い

る

諸

要
因

､

と

く
に

経
済
的
地

盤
と
の

関

連
に

注

意
を

怠
っ

て

い

な
い

｡

そ

れ

は

く

り
か

え

す
ま
で

も

な

く

断
片

的
で

あ

る

が

そ

の

い

く
つ

か

を

引

用
し

て

お

こ

う
｡

か

れ

の

ひ

き
だ

し

た

重

要
な

教
訓
の

び

と
つ

は

十
六

世

紀
に

お

朗り
～

け

る

国
際
的
対
立

を
､

武
力
に

よ
っ

て

解
決
す
る

こ

と

の

無
意
義

さ

で

あ

り
､

国
際
均
衡
に

よ

る

国

内
の

商
工

業
の

発
展
を

計
る

こ

と
で

あ
る

｡

こ

の

時
代
で

平

和
の

確
保
に

よ

っ

て

は

『

諸

国
民

が

お

互
い

に

類
似
の

状

態
に

あ

り
､

向

上
の

速
度
が

お

互
い

に

相

等

し
い

も
の

だ

か

ら
､

突
然
に

征

服
さ

れ

て

し

ま

う

危
険
は

な
い

｡

知
識
の

取

得
に

し
て

も

戦
術
の

進
歩
に

し
て

も
､

ま

た

政
治

上
の

駈
引
き

に

し
て

も

ほ

と

ん

ど

差

異
が

な
い

｡

こ

の

よ

う
な

状
況

に

あ
る

国
々

の

運

命
は

､

一

戦
に

よ
っ

て

決
す
る

と
い

う
も
の

で

は

な
い

｡

そ

の

国

内
の

資
源

も

多
種
多
量
で

あ

る
｡

た

だ

そ

の

国

だ

け
の

安
全
を

計
っ

た

り
､

自
国
の

国

防
に

汲
々

た

る

に

止

ま

る

よ

う

な
も
の

で

は

な
い

｡

他

国
の

干

渉
が

あ
れ

ば
､

そ

の

一

方

が

優

勢
に

傾
く

と
い

う

薄
皮
の

も
の

で

あ

る
｡

最

も

猛

烈

な

抗

争

を

経
､

敵
対

諸

国
民

が

こ

と

ご

と

く

疲
弊
し
て

な
お

征

服
さ

れ

る

こ

と

が

な
い

｡

つ

い

に

和
議
締
結
の

や

む

な
き

に

至
っ

て
､

各
自

が

回

復
し

う
る

も
の

は
､

戦
前
と

ほ

と
ん

ど

変
る

こ

と

の

な

い

国

力
･

国
土

に

ほ

か

な

ら

な
い

の

で

あ

る
』

(

七

〇
四
ペ

ー

ジ
)

｡

イ

タ

リ

ー

の

ヴ
ェ

ニ

ス

共

和
国
は

､

商
工

業
を

基
礎
に

し
て

い

た

が
､

国

防
組

織
を

外

国

人

傭
兵
に

依
存
し

た

た

め

滅
亡

し

た
｡

わ

れ

わ

れ

の

最
も

興

味
を

び

く
こ

と

は
､

十
六

世

紀
に

お

け

る
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ス

ペ

イ

ン

の

興
亡
で

あ

ろ

う
｡

ス

ペ

イ
ン

は

こ

の

世

紀
の

は

じ

め

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

で

最
も
工

業
化
さ

れ

た

国
の

ひ

と
つ

で

あ

り
､

ア

メ

リ

カ

植
民

地
の

獲
得
に

よ
っ

て
､

そ

の

製
造
工

業
･

富
･

人

口

も

急
速
に

増
大

し

た
｡

し
か

し
こ

の

急
速
な

富
裕
の

増
大
は

政

治
に

危
険
な

作
用

を

お

よ

ぼ

し

た
｡

凡

庸
の

国

王

フ

ィ

リ

ッ

プ

二

世

は
､

オ

ラ

ン

ダ
･

イ

ギ

リ

ス

と

戦
い

を

開
き

､

フ

ラ

ン

ス

の

坂
乱

む

援
助

し
､

ポ

ル

ト

ガ

ル

を

征

服
し

､

イ

タ

リ

ー
､

ア

フ

リ

カ

お

よ

び

両

イ

ン

ド

に

軍

隊
を

維
持
し
た

｡

こ

の

大
遠
征
の

結
果

､

ス

ペ

イ

ン

は

人

口

と

貨

幣
を

流
出
し

な

け

れ

ば

な

ら

な

か
っ

た
｡

急

速
な

富
の

獲
得
を

夢
み

た

国
民
の

ア

メ

リ

カ

へ

の

移
民

は

そ

の

傾
向
に

拍
車
を

か

け

た
｡

そ

の

結
果

､

ス

ペ

イ

ン

の

製
造
工

業
は

衰
亡

し
､

そ

の

う

え
､

フ

ィ

リ

ア

ブ

二

世
の

排
他

的
重

商
主

義
政

策
に

よ
っ

て

つ

い

に

国
家
が

衰
亡

す
る

に

至
っ

た

経
路
の

叙
述
は

興

味
深
く

､

わ

れ

わ

れ

の

主

題
へ

の
一

側

面

を

提

供
し

て

い

る

(

九
七

〇

!
五
ペ

ー

ジ
)

｡

五

私

は
ロ

バ

ー

ト

ソ

ン

の

歴
史

的

著

作

を
､

『

ス

コ

㌧
ト

ラ
ン

ド

歴
史
学
派
』

の

共
通
の

課
題
と

方

法
の

な

か

に

お

き
､

そ

の

な
か

で

の

か

れ

の

特

徴
と

積
極
的
貢
献
を

明
ら

か

に

す
る

こ

と
に

努
め

て

き
た

｡

こ

こ

で
､

こ

の

観
点

､

す
な
わ

ち

歴
史
社

会
学
的
観
点

か

ら
み

た

か

れ

の

著
作
の

特
徴
の

い

く
つ

か

を

ま
と

め
､

古
典
的

政

治

経
済

学
の

成

立
に

果
し

た

意
義
と

役
割
を

試
論
的
に

明
ら

か

に

し

て

お

こ

う
｡

こ

の

学
派
の

な
か

で

の

か

れ

の

特
徴
は

､

第
一

に
､

人

間
社

会

の

歴
史
過
巷

に

作
用

す

る

諸

要
因
を

広
く

考
察
の

な

か

に

ト

り

入

れ
､

鋭
く

分

析
し

た

こ

と

に

あ

る
｡

不

変
的

･

固
定

的
と

考
え

ら

れ

る

自
然
的

諸

条

件
で

さ

え
､

人

間

社

会
の

発
展
段
階
に

よ
っ

て

ち
が

う
意
味
を

も
つ

こ

と
､

人

間
の

文

化

的
発
展
は

､

自

然
の

制

約
か

ら
の

解
放
を

意
味
を

も
つ

こ

と

を

明

ら
か

に

し

た
｡

そ

こ

で

か

れ

は
こ

の

学
派
の

先

駆
者
で

あ
る

モ

ン

テ

ス

キ
ュ

ー

の

気
候
説

の

一

面

性
に

と

ら

わ

れ

な
い

で
､

社

会
発
展
の

差
異
を

生

み

だ

す

社

会
内

部
の

諸

要
因
の

分

析
に

つ
､

き

進
む

こ

と

が

で

き

た
｡

か

れ

の

特
徴
は

､

第
二

に
､

社

会
内

部
の

諸

要
因
の

分

析
に

お

い

て
､

政

治
と

経
済
と
の

相
互

関
係
を

重

要
な

一

契
機
と

し

て

認
識
し

た

と
こ

ろ

に

あ

る
｡

か

れ

は

経

済
的
諸

要
因
が

財
産
関

係
に

お

き

る

変
化

を

媒
介
と

し

て

権
力

関

係
に

影
響
す
る

こ

と

を

明

ら

か

に

し
､

こ

の

原
理
を

歴
史
に

通
用
し

た
｡

そ

し
て

政
治

形
態

と

政

策

と

が
､

と

く
に

生

活

資
料
の

獲
得
の

方

法
に

よ
っ

て

規
定

さ

れ
､

後
者
が

変
化

す
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

前
者
が

変
わ

る

こ

と
､

そ

し

誹

臥
㌢

打
算

軒

卜

指

臣
針

山

鞋

隊
賂
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し 握 l 史 の 方 ソ 神 き の 立 の 貢 試 観 け を て 'て キ
〉

.
ロ て さ ト の 拡 法 ン

'

な 他 だ に 関 献 み 点 る 規 政 .㌔

バ
'

れ ソ 推 大 の で 知 か の が 寄 連 は た か 改 定 治 l

し
Y

≒

l 政 て ン 進 か 変 は カ つ 人 同 与 の
'

の ら 治 す 形
竜

J
ト 治 い に 力 ら 化 経 の た 々 時 し 問 こ で 捉 の る 態
ソ に な お は 説 が 済 発

0

と に た 題 の あ え 卓 こ が .
■■‾･

1■営,■
>一歩-

ン 関 い い 理 明 理 ほ 展 す 同
､

の を 挙 る
､

越 と 宗
の 連 こ て 性 さ 性 生 の な じ ロ で 提 派

0

世 し
､

敦

歴 づ と は の れ の 活 遇 わ く バ あ 起 の こ 界 た す
､

ノ■湧

'

･
ノ

･
‾
謂

ノ′

-
史 け を

､

側 る 発 資 程 ち
'

l る し 他 の 史 意 な 科
;
∴

.･.
j豪

社 ら 意 経 に だ 達 料 に
､

大 ト
0 '

の 観 把 味 わ 学 十ん
ミ

)

会 れ 味 享斉 お け
､

毒草 解 社 き ソ 深 ひ 点 握 を ち お 二̀ ′琴
_
-

学 て し の か に す 得 消 会 な ン め と か を 明 人 よ

の い
'

閉 れ 止 な の す の 制 の
'

び ら こ ら 間 び

古 る 財 題 て ま わ 方 る 発 約 歴 古 と み の か の 慣
ノ 典 に 産 が い る ち 法 立 展 を 史 典 と れ 学 に 社 習

的 止 関
､

る
0

将 を 場 の ま 社 的 同 ば 流 し 会
､

■
_ニ

妻

改 ま 係 生
0

こ 来 意 で 間 ぬ 会 政 じ
'

の
､■■的 い

二.
ヤ 毛､､

治 っ は 産 し の の 味 あ 題 か 学 治 く ロ な 社 文 わ

経 て
'

閑 ･た 立 生 す る を れ は 経
､

バ か 会 化 ば

済 い 所 係 が 場 括 る
0

'

る
'

済 政 1 で 発 的 国
ミ∧二言

子一

り′■
挙 る 有 と つ か へ が ロ 個 こ こ 学 治 ト は 展 発 民

二遥
i とノ.

へ
0

関 し て ら の
､

バ 人 と の へ と ソ じ を 展 の
†乍
て･

の 係 て ロ は 配 そ l の は 学 の 経 ン め こ に 性
成 と 把 バ 歴 慮 の ト 楷 で 派 成 済 の て の お 格

7､■こ＼-■
二

.
7
l

･ 当

ぺ選書

祈

を 直 と 平 ン を な 国 先 の え で あ こ る こ
『 と 的 立

み 接 り 和 の め ヨ 家 行 な た は る と ぺ の 新 は な
､

る 的 あ と 均 ぐ l 的 し か よ な
0 '

き 世 ら
､

意 ア ゴー▲
こ な げ 通 衡 る ロ 性 て で う く こ そ で 轟己 た 十 義 ダ t

.
丁謹; 〉

と 関 て 商 改 列 γ 格 い の に
､

の こ は 以 な 六 に ム ､ ノ
与-

1

が 速 い の 策 強 パ よ る 国 思 ま こ で な 降 政 世 つ ･

で
､

る 自 を 問 詔 り こ 家 わ さ と の く
'

治 紀 い - ス

_ノ
÷ ■

.
汽

し

･
ご‾

■

遜
･凄

.･
fゝ稔

､

､
､

ス

の

『

諸

国
民
の

富
』

に

お

よ

ぼ

し

た

直
接

誕り
〟

て
､

と

く
に

強
調
さ

れ

な
け

れ

ば

な

ら

な
い

こ

以

降
ヨ

ー

ロ

ブ

パ

の

諸

国

民

間
に

成

立

し

た

組
織
』

､

新
ら

な

た

国
際
関

係
の

視
点
で

あ
る

｡

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

は
､

個
々

の

国
民
に

つ

い

て

み

ら

､

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

全

体
の

視
点
か

ら

み

ら

る
べ

き

均
衡
政

策
の

意
義
と

役
割
を

強
調
し

た

こ

と

で

は

ス

､

､

､

ス

の

『

諸

国
民
の

富
』

が
『

国
民

的
富
』

に

『

諸

国
民
の

富
』

を

と

り

あ

げ

る

機
縁
を

与

れ

る
｡

そ

し
て

. ス
､

､

､

ス

の

第
四

篇
の

国

際
関

係

関
係
が

､

第
五

薦
の

一

国
の

政

治
の

問
題
よ

り

と
の

意
味

､

す
な
わ

ち
ス

､

､

､

ス

が

経

済
社

会
の

さ

き
に

､

一

国
と

他

国
と

の

相
互

関
係

､

強
暴

国

家
間
の

対

立
､

植
民
地

支

配
､

そ

し
て

そ

れ

の

た

え

ざ
る

戦
争
を

と

り

あ

げ
､

ロ

バ

+

ト

ソ

暗
黙
の

う
ち
に

前
提
と

し

な

が

ら
､

国
際
間
の

由
を

強
調

し
､

国

家
の

任

務
に

第
一

に

防
衛
を

こ

と
に

､

ロ

バ

ー

ト

ソ

ン

の

歴
史
社
会
学
と
の

か

れ

の

古
典
的
政

治
経

済
学
へ

の

最
大
の

貢

献

き

な
い

で

あ

ろ

う
か

｡

(

一

橋
大

学

助

教

授
)




