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17 6 9 年の  Adam Smith
-Adam Smith の Sir David Dalrymple,

Lord H ailes宛未刊の手紙にっぃて-

小 池 基 之

慶応義塾図書館ばAdam S m ithの自筆書简2 通を 

.所蔵している。これはいずれもSir David Dairymple,
Lord Hailesに宛てたもので，1769年 1 月 1 5 日付と同 

年 3 月 I2 日付のものである。 このうち前者はこれま 

でまったく知られていなかったものであり,後者はそ 

の一部のみが知られているにすぎなかったものである。

そこで，いまその全文を掲げて，それについて若干の 

解説を試みたい。

従来，Sm ithの Lord Hailes宛の書簡として明らか 

にされていたものは3 通あった。

John Rae がその Life of Adam Smith, 1895 に書 

いているところによれば，「Smithの H ailes宛の手紙 

はその2 通だけがのこっているものであった。その一 

はつぎの如くである。j といって，1769年 3 月 5 日付 

Kirkaldy発の手紙の全文をのせていそして，そ 

れにつづいてR a eはつぎのようにのべるのである。 

r 1 週間後, Smithは Lord H ailesにもう 1通の手紙 

を書いた，それはLord Brougham 'のいうところによ 

れば,rあきらかに銀の価格に関するかれの考察の端緒 

を示すものである』が，この手紙はいまは失われてし 

まったらしい。 Lord Broughamはダグラス訴訟勒•件 

に関するつぎの文章だけをそれから引用しているので 

あるj » すなわち，John. R a eが知っていたのは1769

注1 ) この手紙の入手の経鈴については拙稿「アダム• スミスの手紙j (田本経済刺肌昭和45年 2月10日）参贿。

2) John Rae, Life of Adam Smith, p. 247.
3) Ibid., pp. 247-248 .-
4) Ibid., p. 249. ,
5> それは，たとえば3月 5 日付の手紙の原本とR aeがその著斟にかかげているところを比較してみるi , 句読点や副詞 

の位镫など細かい点で多少の恙興がみられるところからも，充分考えうるところである◊
6) William Robert Scott, Adam Smith as Student a/nd Professort pp. 265-267.
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年 3 月 5 日付と3 月 1 2 日付の2 通であり， しかも後 

者はその一部分だけがあきらかであるにすぎなかった 

ので;ある。そして R aeは t p 2 通 を Lord Brougham 
の Men of Letters, ii, p. 21 9から引用しているのて、あ 

って，書簡^ のもめを見て，それを直接に引用してい 

るのではない。

その後 William Robert S co ttぽそのス而饥Smith 
as Student and Professor, with Unpublished Document, 
including Parts of the ^Edinburgh Lectures$\  a Draft 
of The Wealth of Nations, Extracts from the Mtmi- 
Tnents of the University of Glasgow and Correspon
dence, 1937 のうちに，J. H. Hollander教授所蔵の， 

Lord Hailes 宛 Kirkaldy 発 1769年 5 月 23 日付の書 

简を収録している。

以上の3 通が，Sm ithの Lord Hailes宛書倚として， 

いままで知られてV、たもののすべてであった。したが 

って本塾図書館が所蔵する1 月 1 5 日付の書饰はこれ 

まで全く知られていなかったものであるンまた3月12 
日付の,書商は，その追伸に書かれているところが. Rae 
が Lord Broughamの著書からダグラス事件に関する 

ものとして引用していると.ころと全く同じであり，ま 

た r l 週間後j というその日付の点からしても，「失 

われてしまったらしい」といわれている，その手紙で 

あることは間逾レ、のないところであろう。

なお, R aeがその全文を掲げている3月5 日#の書简 

は竹内謙ニ博士の所蔵するところであり，Lord Hailes

微物總ぬ̂ ^砂端ず雜海

發 蓉 会 は 立 遇 : " ' ぐ̂

1769 年の  Adanl Smith

宛の書筒は更にこの他にもう1 通 1?69年 5 月 1 6 日付 

のものが京都外国語大学に所蔵されている。すなわち， 

Lord H a ile s宛 の Sm ithの手紙として現在知られて 

いるものは合計5 通.であって，そのうちHollander教 

授所蔵の1 通を除いて，その他の4 琿は日本にあると 

いうこ_とになる。

さて， 1769年 1 月 I5 日# 書簡の全'本はつぎのごと 

くである。

( 1 頁) 1)

5)

10)

15)

20)

25)

(2  頁） 1)

5)

M y Lord Kirkaldy 15 1 Jan :1769

I am extrem ely obliged to your Lordship for the 

very  polite message you w as good to Send mo last week  

by Mr John Balfour. The use of your Lordships collecti=

=on of Papers concerning the Prices of Corn & other Provi= 

=sions in antient times w ill lay  me under a very great 

obligation. I have no papers upon this subject except 

an account of the liars of Med Lothian from , the 1626 & 

this was copied too from a Printed Paper produced in a 

process before the Court of Session some years ago. I 

expect soon to get some others, particularly an account 

from the V ictualling office, I have, however, a good 

number of printed Books such as Fleetwood, Du Pre ' 

de S t Maur, Police des Grains, Messarice sur la P6=

=pulation & sur les priX des grains, Essays on the Corn 

trade &c; A ll of which, except Messance, your Lordship 

has probably seen: H is accounts go no further back 

than 1670. I look upon him, however, to be the most ju= 

^dicious author of them a l l . I  have made a go6d number 

of remarks both upon the accounts given in these 

books, & upon somethings relating to the same subject 

which I have found in the History of the Exchequer, 

in the English A cts of Parliament, & in the Ordonnance3 

of the french Kings. M y own Papers are in very great 

disorder & I w a it for some further informations 

which I expect from different quarters before 

I attem pt to g ive  them the last arrangement.
A s soon as they are fit to be seen I shall be very happy

happy to communicate them to your Lordship, i f  you 

w ill g ive me leave either to send them to you or to

read them to you.
I am very much ashamed of having delayed so long 

to answer a very Polite letter I had the honour to r^= 

-ceive from your Lordship some time ago. I proposed 

to read over the Scotch A cts & to compare them both

— - - 2 7 i3 7 9 ) -一一
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( 3  頁） 1)

w ith  our own historians & w ith the laws of some other 

nations that I have had occasion to look into, in order 

to answer it  as much to your satisfaction as I could. I 

have not y e t had time to do this, for tho，. in my present 

situation I have properly speaking nothing to do, my 

own schemes of Study leave me very little  leisure, 

which go forward too like the web of penelope, so 

that I scarce see any Probability of their ending1.

Your Lordships remarks upon the Scotch A cts seem 

to be very much of the same nature w ith  those of Judge 

Barrington upon the E nglish Statutes which 

have been so very u n iversa lly . approved of.

A work of thi§ kind cannot fa il to both extrem ely  

useful & very  amusing to a ll those that are curi=

=ous in the History of their own country. I should 

be very  happy to contribute anything in my Power 

.to the improvement of it. I am afraid however I shall 

be able to contribute but very l it t le ; & it wil l  

be some time before I can contribute even that 

little. I have the honour to be w ith  highest respect 

& esteem M y Lord your Lordships Most Obedient

._______________________ Servant Adam Smith
If  your Lordship wishes to see any of the Books 

I . h a v e  on the Prices of Provisions they are a ll at 

your service, as are likew ise any Papers upon the 

same subject which I m ay hereafter be able to collect.

(注） 1頁 1 行目。S m ith の出生地であり‘またこの書简の発信地であるカーコウディ 

は現在 K irkcaldyと綴られているが，当時は Kirkaldy i 綴られていたのである。(Hald- 
ane; Life of Adam Smith, p . 1 5 参照)。な お Sm ithの父親の葬儀のときの受取書には 

Karkaldie と綴られている。（Rae; L ife of Adam Smith, p. 3)
1 頁 3 行目。 you w a s は 16世紀乃至 18世紀においては普通の用法であった。 (0ED, 

V o l . 1 , p. 717)

また3 月I2日付書油の全文はつぎのごとくであるc

( 1 頁） 1)

5)

My Lord

I received the favour of your Lordships Letter in 

due course of Post, & have read over the Papers^, you' enclosed 

along w ith  it, w ith great pleasure & attention, . I am greatly  

obliged to your Lordship for them: they w ill be of very great 
use to me.

I shall only observe to your Lordship that a ll the estimated

28(380)
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15)

prices of grain among our ancestors seem to have been 

extrem ely loose & inaccurate! & that the same nominal 

sum was frequently considered as the A verage price both of 

grain & of other things during a course of years in which consi= 

=derable alterations had been made upon the intrinsick  

value of the Coin. Thus both in 1523 & in 1540, the Bale of bar= 

ニley  & meal is estimated a t 13s & 4s, tho* in  the first 

of these tw o periods there were only seven money pound 

coined out Of the pound w eight of silver; &  tho’ in the 

second there were nine pounds, tw elve sh illings coined out 

of it. This estimation is made, however, by. the Lords of 

council & Session, from whom the greatest accuracy might 

have been expected. I t  is hot conceivable th at during 

the course of the sixteenth  century, so long, a fter the (dis=) 

=covery of the Spanish W est Indies, grain should have 

sunk near one third in  its  average Price, or in the 

real quantity of silver that was given for it. The market price of 

Grain was in those tim es extrem ely fluctuating, much 

more so than at present, & people seem to have been 

so much a t a Loss how to fix an average, that they  

were happy to catch a t any average that had been
fixed

fixed in some former period without alw ays attending to the

difference of circumstances. In the conversion Prices that

are .agreed upon in Leases, the option whether to pay or take

the rent in kind or in money, is sometimes

in the Tennant, & sometimes in the Landlord. When it

is in the Landlord, & when the Landlord generally resides

upon his estate & chases for the conveniency of his

family, to receive the rent in kind, it  is very  indifferent

to him how low the conversion price is. In this neighbour^

=hood the price of a good f o w l , a  hen, has been for many years

from ten pence, to a sh illing & fifteen pence. S e v e r a l . ，.‘

years ago a friend of mine converted all the Poultry

upon his estate a t a shilling. F ive pence, however, is a com=

=mon conversion price in a lease, the option being in the

Landlord. Leases of th is kind have been let w ithin

these two or three years. I should be glad to know, if  your

Lordship remembers it, for I should be very sorry to

g ive you the trouble to consult tho record, whether in

- — 29 (381) —
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<3 頁〉 1)

5)

the leases of the Abbaeys & Bishopricks which you have 

looked into, the option was in the Landlord or in Ten= 

:nant. I f  it  was in the former, as a Monastery is al= 

=ways, & in old times a Bishop was generally re= 

=sident, w e need not wonder either a t the irregu=

-la r ity , or at the lowness of some of the convei*sion 

prices. I have . the honour to be w ith  the grea=
ニ test respect & regard •

My Lord 

K irkaldy Your Lordships

12 March 1769 most obedient & obliged 

Servant Adam Smith

I f  the rejoicings, which I read of in the public papers, in dif: 
=ferent places on account of the Douglass Cause, had no 

more foundation than those which were said to have 

been in this place, there has been very  little  joy upon 

the occasion. There was here no sort of rejoicing 

of any kin d; unless four schoolboys having set up 

’three candles upon the trone, by w ay  of an illum iim :
ニtion, is to be considered as such.

(注） 1 頁21行目。括弧内は原本破損のため欠けている箇所をおぎなったもの。

3 頁目が John R a eがその Life of Adam Smith, p. 2 4 9 にのせている箇所である。

な時間と璺かな蔵書のなかで，Wealth of N ap iomの 

準備とその執筆に全身をうちこむことになる。それが 

事実上出来上って，その琚大な原稿を携えて口ソドン 

へ出るのがI773年 4 月， すなわちこの手紙の書かれ 

た 1769年は，まさに Smith が Wealth of Nations の 

執筆準備に全力を集中し て t 、るその時であるというこ 

とになる。そして，ここに掲げた2 通の手紙のうち，

1 月 I5 日付のものは，主として物価史（とくに穀物価 

格につ い て ) . の資料に関するものであり， 3 月 1 2 日ン付 

のものは，銀の価格と穀物価格との関係をとりあっか

3,

1。） S m ithは 1*766年 1 1月フランス旅行から帰る 

:と， 6 箇月ほどロンドンに滞在する。そして. Charles 

,Tow nshendとともに仕事をし，玄i■こTheory of Moral 
Sen tim entsの 新 版 傲 3版）を刊行したりしたのち， 

1767年の春に，故郷のカーコウディに帰って，母と共 

.■，に暮すこととなる。そして，Buccleugh公からの終身 

年金 300磅と，カーコウディの静かな雰凹気と，十分

注（7) Townshendは1766年 10月 Chatham (William P itt)内閣の大蔵大臣となり，「ァメリヵに収入をもとむべしと内 

ら心にきめていたのである」。Smithのこの時期におけるロン ド ン 滞在中の主たる活動がTownshendの「い まわしき課税 

ffl画」に関して，かれと共に働くことにあったように想ちれるが，奴. R. Scottは Smithが Towmhendの提案に反対し 

たのはいうまでもないこととのベ て い る s 「もしもSmithの課税および代議制度に関する觅解が1776年および1778年 

に表明したところのものと阏 じ であるとするならば，そしてかれの全想想体系からし て それはうたがいの な い と こ ろ で あ 

るとするならば，かれはその同意しかたいことを強く表明して，スコットラ' / ドに船ってしまったかもしれない. j (Wil- 
liam Robert Scott, "Adam Smith as Downing Street, 1766-7,M Economic H istory Review, VI (1935ヽ.pp. 88-89.)

Townahcndは1767华4 片4 日に死去したン 

. <8)  Smithがその姉傅としてフランス旅行を共にしたBuccleugh公は1767年 5 月3 日ロンドンで結婚する。Sm ithは 

おそらくそのことの缸後にスコットヲ、イドに帰っためであろう• (John Rae, o p .成 p. 238,) •

30(382)
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o たものであることからみて， Wealth of N a tio n sの 

第 1 編 第 1 1章に付せられた「最近四世紀間における 

銀の価値の変動に_ する杀論」 (Digression concerning 

the Variations in the Value of Silver during the Course 

of the Foul* last Centuries)以下に，主としてかかわり 

をもつものであるといえよう。S m ithはこれ$ の点に 

関して，正統的なスコットランド史研究の先駆者の一 

人であり，また法学者でもある，スコットラソド最高 

民事裁判所判琪Lord H a ilesと，種々意見をかわすと 

ころがあった© である。穀物およびその他の食料品の 

価格に_ する古記録，またスコツトランドおよびイソ 

グランドの法令につVsて，S p iithが Lord H ailesに貪 

うところがあったのは. まさに，1 月 1 5 日付の手紙 

にうかがわれるごとぐである。S m ithの蔵書のなかに 

は， Lord H a ile sの 1769年以前の箸書としては，つぎ
(9)

のようなものが含まれていたみすなわち， Memorials 

and Letters relating to the History of B rita in  in  the 

reign of James I. Glasgow, 1766 (2nd ed.)，および， 

つ ぎ の 4 論文が一 つ に 綴られているもの。 (1* Historic 

m l Memorials concerning the Provincial Cotmcils o f 

the Scottish Clergy fr<hti the earliest times to the 

Reformation, Edinburgh, 1769. 2. Canons o f the

Church of Scotland, dtawn up at Perth 1242 and 12- 
69, [Anonj: 3. An Examination of some of the A r
guments for the high anitquity of Regiam Majesta- 

tenu [1768, Anon.] 4. Catalogue of the Lord$ of 

Session from  1532, iOith Historical 'Notes. [1767, 
Anon.])がそれである。そして Sm ithは物価史を検討

するに当って，スコットランドの古い法律書である

Regiam M ajestatemやイングラシドの法令集に依存

するところが多かったことは， Wealth of Nations <0
いろいろの箇所にみられる如くでる。 しかも，それ

(10)
は慎重な史料批判を含んでいたことはいうまでもない。

また1 月 1 5 日付の手紙のなかにみえる，Sm ithが資 

料の渉狐にあたって蒐集，利用した著者の文献はつぎ 

のようなものであったと思われる。すな：b ち，

William F】eetwood, Cfi/ronicum Preciosum, or an 

account o f English Money, the price o f cornt and other 

commodities fo r the last 600 years, London, 1707.

Nicolas Francois Dupre de Saint-Maur, Essai sur 

les monnoies, ou rSJlexions sur le rapport entre l9argent 
el les da^irees. [Anon.] Paris, 1746.

ditto., Recherches su f la valeur et mmnoies et s w  

les priic des gfatns avdni et apr各s le Concile de 

FtamforL  Paris, 1762.

Claude Jacques Herbert, Essai sur la police generale 

des Grains, sur leut priDO et but les effets de VAgri- 

cnltufe. [Anon.] Berlin, 1757.

Messance, Recherches. sur la population des generates 

^Auvergne, de Lyon, de Rouen, et de qtielqttes pro- 
îTtces et villes du royaxtmei avec des reflexions sur la 

valeur du bled tant en France qufen Angleterre, aepuis 

1674, j’usgu’en 1764. Paris, 1766.
Charles Smith, Three Tracts on the Corn Trade and 

Corn Laws, [Anon.] 2nd ed. London, 1766*

その他がそれである。そして，S m ithはこれらの著

注（9 〉 Janieg Bonar，A Catalogue of the Library of Adam Smith, 2nd. ed” 1932, p, 5 3 .なお1769年以降のものについ 

ては, ！)airymp!e’s R&ma/rks on the History of Scotlandt Edinburgh, 1773. Annals of Scotland {1036-1370\ 2 vols., 
Edinbuvgh, 1776-79.がその蔵書のなかにみられる。 （Bonar,历认，p. 53. および Hiroshi Mi.zuta, Adam Smiths 
Library, A Supplement to Bonarfs Catalogue with a Checklist of the whole Library^ Cambridge, 1967, p. 17.)

(10) Wealth of Nations, London, 1776, vo l . 1 , pp. 222, 224, 226.その他。

また，榖価の観察において多くの人々を誤解に導いた特殊の事情の一つとして，Smithは 「かれらの誤解が，丨诗として 

昔の法定価格に関する法令が，怠情な写字也の杜撰な賸葶によってあやまりつたえられたこと，また時どして立法者が 

樊際杜撰な立法をしたことから，生じた」ことをあげている。（几 故 p. 229.以下)。•'スコットランドの法饼書である 

Re食i今m Majestatemの古い写本には，法定の価格の法令があって，それには，イングランドの約半クオ二ターに当るス 

. コットラン.ドの1 ボ一ルについて，小表の伽格が10ベ'ノスから3 シリングにいたるまでの問で変動するに從って，.ノンの 

価格が定められるとされている。この法令の制定されたと想像される時代のスコットランドの3 シリングは，現今のわれ 

われの貨幣の約9 シリングに等しい。Ruddinmn氏はこれよりして，3 シリングというのは当時小麦の価格の騰炎した最高 

価格であって，10ペンス，1 、ンリング，あるI、は高くても2 シリングというのが轉通の価格であったと結論しているよ5 に 

みえる。しかしながら, この写本を検するに，これらの伽格は皆小表とパンのそれぞれの価格の間にまもらるべき割合の 

例として钳かれたにすぎないようである。同法令の最後の言葉に日く， *'reliqua judicabia secundum prcescripta ha- 
bondo respectum ad pretium bladi.，，r穀物の舳格を斟酌して以上に記載するところに準拠して爾余の場合について判断 

すべし』(Ibid., pp. 230-231.)

3 1 (38.3)
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1769 年の  Adam Smith

者にクいての注釈をおこない，あるいはそれらからの

抜萃をしていることは同じ手紙にのべられているごと

くであるが，これらの著者，すなわち，Fleetwood,

Dupre de St. M aur.その他について，Adam Smith は
Wealth o f 撕び0似'.のいろいろの箇所で，.きわめて高

い評価をあたえているのである。ずなわち，

「僧 正 FleetwobdおよびDuprd de St. M aurの両氏

は, 最大の勤勉と忠実さを以て，古代における諸物価を

蒐集したと思われる二人の著者であるj。
M essanceについては， 1 月 1 5 日付の手紙のなかで

これらめ人々のうち「最も明敏な著者j であると書い

ているところであるが，またWealth of N ation s,第 1

編第 8 章においで >：博識にして創意に富んだサン.テ

チイエンヌ選挙区のタイユ’（taille) '徴税官Messance 
( 1 2 )

氏」と書かれているところである。

また Duptd de St. M a u r ,およびS m ithによ - )て
(13) .

「ユレガントな著者」と書かれたH erbertその他につ 

いては，

. 「いまはただ銀の価値が穀物のそれに比しこのよう 

に騰貴したのはイングランドにのみ特有なものではな 

かったということだけを云っておくに止めよう。同時 

代9 フランスにおいてもまた，ほとんど同じ比率でこ 

の臉貴が起ったことは，穀物の偭格に関する三人のき 

わめて忠実勤勉にしてかつ努力をおしまざる蒐集家， 

Dupre de St. M au r氏，M essance氏およ'び穀物政策 

に関する論文の著者の観察するところであった。(で 

「穀物自身の価格は, 現世紀の最初の64年間および最 

近の異常に不順な季節以前には，前世紀の最後の64年 

間におけるよりも若干低廉であった。この事実はゥイ 

ンザア市場の記録によってのみならず，スコットラン 

ドの各州の公定価格によって，また M essance氏およ 

’び Dupr6 de St. M au r氏によって非常な勤勉と忠実 

さを以て鬼集されたフランスにおける多くの地方の市
(15)

場の記録によって証明される。J 

' という評価があたえられている。

Sm ithは，スコットランドの公定価格(fiars)、を.手

紙のしるすところによれぱ，.Med Lothianの記述によ 

ってみているのである。

そして，S m ithが Wealth o f N a ti6 n s第 1編第11章 

の末尾にFleetw oodの蒐集したUO2 年 か ら 1M7年 

までの小麦価格，またイートン•力レッデの帳簿から 

蒐集した1598年から1601年までの小麦価格め !な  

らびにCharles Sm ithによる1595年から 1764年にい 

たる小麦価格の表をかかげているのは，周知のごとく 

である。. .

. -  ' ...

2。） 3 月I 2 日付の手紙については，R aeがその著

書のなかにのせているLord H ailes宛 3 月 5 日付の手

紙とのかかわりあいが問題となるであろう。その一つ 
(18)

は Douglas訴訟事件に関する点であって, S m i t hはこ 

れらの手紙のなかで，スコットラソド最高裁判所の判 

決を上院が破棄したことに対してはげしく抗議してい 

る。D ouglas事件に関する上院の判決がエデンバラに 

届いたのは3 月 2 日のことであり，前記 3 月 5 日付の 

手紙は S m ithがその判決を聞いた直後かかれたク 

である。

も一つの穀物fcli格の問題に関しては, 3 月 5 日付の 

手紙はなお資料批判の点に止まっていて， 3 月12日付 

の手紙において展開されるような理論的問題には，立 

ち入っていない。この点で，銀の価値変動と穀物価格 

の動きとの関連をとりあづかった3 月12日付の手紙は 

きわめて大きな意味をもっているといわねばならない。

S m ithが穀物価格の歴史をffi大な資料を蒐集して検 

討したのは，変動する価格の水準をどう想定するかと 

V、う関心にもとづくものであったと思わ;^る。穀物価 

格ば；̂幣の®:によってはかられた穀物の交換価値であ 

る。ところが,貨幣として用いられる金銀もその価値の 

変動をまぬがれることは出来ない。長年に亘って穀物 

の普通の，あるいは平均の価格(average price)とされて 

いる価格についても，その名目上の額にふくまれt い 

る銀の量，いわば貨幣の内在的伽値（intrinsick value) 

は著しく変動していることもあるのである。たとえば,
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1769 年の  Adam Smith

鋳貨上の変動があって，名目上の額に含まれてぃる嶔

の最は減少しているにもかかわらず，銀の価値が高く

なって，同じ名目上の舢格に含まれている叙の量の戚

少を充分偾っているというごとくである。ここに平均

伽格というのは，变簕する価格をもつ豳の実賀査によ

って示される価格をいつズいるのでちる。市場価格の

ことにはげしい变動のなかにあっては/平均価格の維

持ということがーつの課題■とされたのであ.った*
更に市場価格を考える場合に，スコットランドにお

いて換算価格，(conversion price)..と.V、われる.も.のを直ち

に市場価格と誤認するのあやまりをおかしている場合

がある。借地契約において，5 i物で地代を支払うか貨

幣で支払うかの選択權は, 時に地主に,時に借地人に

あって，その場合,現物の支払いが一定額の貨幣の支

払いにかえられる伽格を，スコ，ドランドでは換算価

格とよんでいるのである。そして，それが現物で支払

われるとすれば，換算価格がいかに低かろうとも/そ

れは地主にとっては何らかかわりのないことである。

多くの場合はその選祝権は地主にあるであろうけれど

も，な お S m ithゆこの手紙のなかで， Lord Ilailes K ,
かれの知つ ている修道院乃至は司教監督区において，

地主または倩地人のいずれにその選识権があるかにつ

いて, その見聞を叫うているのである。

この換算価格の問題は，S m ithがのちに，Wealth of
第 1 編第11章におぃて，多くの著者を穀物価

格の観察において誤解にみちびI 、た事情の一^^として (20) ：
かかげているところである。

か .くて, 銀の価格の変動に関する考察は,「われわ 

れはとれらすべての時期を通じて銀の実質価傾は，そ 

れを穀物と比較することによって，.それを他のいかな 

る財貨または射货部類と比較するよりも，一眉よく判 

断しうるのであるJ , .ま た 「それゆえ金銀の突質価値， 

すなわちそれが購買しまたは艾配しうる勞働の実際 

の量は，それが赌買しまたは支配しうる穀物の量に依 

存するのであって.‘」という考え方にみちびかれるこ 

とになる。

われわれは，Wealth of Maiions .第，1 編 第 5 章に’お 

いす, いわゆる r価値尺度」に関するSm ithの考察を 

よむことができる。すなわち，そこには「すべての財 

. 貨の交換価値は，それと交換に獲られる労働の盘また 

は他の財貨の量によってはかられるよりは,よりしば 

しは*貨幣の量によってはかることが齊通丨こおこなわれ 

をj けれども， rそれ自身の分遺:がたえず変勋する尺 

度は他のものの分量をはかる正確な尺度たりえないと 

同様に，：それ自身の価値が/こえず変動する財貨も他の 

財貨の価値の正確な尺度たるをえない，」かぐ C,「労働 

は価値の哦一の一般的尺度セあり，また唯一の正確な 

尺度であること，.すなわち労働こそ，われわれがあら 

ゆる時あらゆるところにおいて，諸財貨の価値を比較 

t うる唯一の標準であることはあきらかである，j 「世 

紀がら世紀を通じては殻物は銀よりも一層良い尺度で 

ある，けだし，世紀から此紀を通じては，穀物の问ー 

量は銀の同」最を以てする上りも一層精密に労働の同 

一量を支配するからである。これに反して，年々につ

注 (抑ここで Wealth df N a tio n s绐 1編第11窣第3節末；gにのべられている娘の需給と殼物の需給に関する「苎つの型, 
を想起すべきであやナノ。（Yol .1 , pp； 221-222.)そしてそれが「余論j の緒となっている。 •

(20) Ibid., pp. 228-229. -r多くの場所において，それ（換箅価格)は市場価格の半分をあまりこえないものとなっていたaJ 
「往時における穀価を蒐集した著_ 逹は, しばしばスコットラシドにおV、て換算価格とよばれてV、るものを现突の市場価 

/格と誤認したかに思^>れるa Fleetwoodは包らこの誤.解をおかしたことをある場合に承認してV'るのである。j
(21) Ibid., p. 235.
(22) Ibid：t pp. 235-236. _
(2S) Ibid., m  27-38.
(24) p. 38/ , ’
(25) Ibid., p. 4 3 .またp. 41をみよc また「劣鋤は，1銀に対してもまたすベてのその他の财货fc対しても,"価腌の真突の 

尺汝であって，ある約淀のるいは特矩部類の財貨ではないということは，つねに銘記さるべきであるj。 (Ifnd.t p： 
234) . . .
穀物地代と货幣地代については,以上のような考察にもとづいて前逍の方がより安定的であるという結論がひき出され 

ることになる。<■敕物で約矩した地代は貨幣で約觉した地代よりもはるかによく一铸貨の名mこ変化がなかった場合で 

も—— その価値食保持することができた, j (Ibid., p. 4 0 . )「穀物で約矩した地代は，敕物のあるー兔位が購贸しうる労働 

姐の変励ばよって彬轡をうけるだけである。しかしその他の財貨をもって約迠した地代は，敕物のある特矩锻をもって購 

n しうる穷働进の変動によってのみならず，その財貨のある特迠贷によって勝入し5 る穀物垃の变動によヶてもまた影響 

をbけるので去)るj» (Ibid., p. 42.) . .

— 3^ (5^5)
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1769 年：の ’Adam Smith

，いていえば. 銀は穀物よりも良い尺度である。けだし，

その同一量はより粘密に労働の同一盘を支配するから

•で あ % 」 と い う 脑 開 が み ら れ る の で あ る が , ， と の よ う

な展丨招は，銀の価格変動と穀物価格に関するこのよう

な精密な歴史的研究をその背後においていたのではな

か ん う 永 一 一 ^ 同 時 に そ れ に よ っ て 規 矩 さ れ る 限 界 を 含  

(20) ， _  
み な が ら で は あ る が - T— と 考 え ら れ る の で あ る 。 銀 の

価値の変動についての歴史的叙述が，何 故 Wealth of
N a tio n sに お い て そ の 第 1 編 第 11常 の 「余 論 」 と い う

位 置 づ け を あ た え ら れ る に い た っ た か は ， 別 に 考 察 さ

る べ き こ と で あ っ て ，、 以 上 の 手 紙 か ら は ， も ち ろ ん *

'何もV えない> この r余論J は周知のごとく「地代論j 
の 「余論」として展開されているのであって, それは 

独立の一章を擗成するほゼの分量を占めている。

- しかも r余象 ] は地代論と直接に_速する問題に限 

定されてV、るとはかならずしもいV、がたV、。そして. 
逆 に 「手紙j の方からみるかぎ丨_), 夭こで論じられて 

：い令銀の_価値0 変動は，' 地代.論と.0 関連と...いう.より■は‘ 
はるかに,価格の水準を歴史的にどのように考えるベ 

きか， したがってそこから価値尺度の探究といった研 

究の関巡でとりあげられているように思われるのであ 

る。 -

，注(26)...たと'えはV.Karl Marx( Theorien uber don Mehrwert (vierter Band des „KapStal8,<),J [Diet// Vcrlag Berlin, 
19刺 1 . Toil, S. 114.ろ.，伽値め规热こおける動.揺に加うるに，うぎのような〔概念の〕' 況同があるということ,：すなわ 

ち，姆 ifiの尺成において内在的只度，一一同時に伽値の粜体をなすも P̂'~ ~ -が、货幣は価値の尺度であるというような 

意味での舳値の尺度と混间されるということ，これである, そして见に, ベの後粉こついて, 他の諸商品に対:して挺常的 

度Sぼ-として役立つような, 不変的_ 技' もつ一商舳を觅IUそうとす名試み円の求撒ぶ• 〔不可能事〕一がなされる“

, 34 ^3^6) • .

I . . . . . . . . . . . . . . .  * - , -

德 徽 ^ ^ 鶴總縱辦微续鄕織麵嫩，綠.綠雜蛾i%i撕齡雜縱‘嫩我減?嫩秘鑛齡输魂鱗鄕鄉锻鮮浪辦辦觸、 ’ご一
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メアリ•ウルストンクラーフ卜の伝記について

白

人類の長ぃ歴史においても，夫婦もしくはそれに準 

ず る -組の男女が，共に優れた才能を発撣し，共に相 

似た分野におぃて人類の進步に覓献した例は決して多 

:く:はないが, われわれはそ.の歸なる例を,'詩人のロノく一 

:ト:*ブラ.ウ.ニ、ノグとェリ.ザベス':ヘプラウニ ング夫娈， 

ラジウムを発見したジコリオ• キュリとマリ•キュリ 

夫吏:，作丨出家ロベルト•シューマンとピアニ大トのク 

ララ. シューマン夫妻，フx ビアン協会のシドニイ•ウ 

ェップとビアトリス• ゥ - ッブ夫斐，詩人の与：謝野鉄 

’输と品子夫変:，そして爽存主義者のサル，ト_ルと.':rミ一:ヴ 

，ォワ一ルなどに兒ることができる。ゴドウインとメア 

リ•ウルストソクラ一ブトは，後にシェリの契となつた 

-娘の丨丨丨産に際して不幸にメアリが結婚後六力月ほど 

で亡くなってしまったために，夫妻というに沐あまり 

、にもはかないものであったとはいえ，.疑いもなくこう 

した稀なる夫婦の一例であり，•しかも，次に述べるよう 

「な特筆すベきいくつかの特徴をもっていた。 .

まず第1f  ’彼らの結婚はi 8liL‘紀o 末に行なわれて 

•お,り, 他の例丨こ比べて最も早v、。夫婦それぞれの社会‘ 
的沾励，女性の家庭からの解放が兄られるようになる 

めは，特殊な貴族階級などを除けb : .19 HJ：紀以後のこ 

とであって，ウルスト' / クラ一フトは，おそらく歴史上 

最初の女性の職業的諧述家であり，间じく文细を業と- 
するゴドウインとの結婚生病は，当時としては極めヤ 

’特興なものであったろうと恐われる。そのような例は， 

现代においても•な:^例外的なものであり, 彼らは，こ 

うした例外的な夫婦q まきに先駆淦なすものであった。

第 2 に，、•ノ彼らは文筆を業とするというだけではなく，

•-共に優れた非常に先駆’的なM想家であったということ

である。ゴドウィンは，主:於 「政治的正義」によって 

近代アナキズムの敁初の观論家となり， -*般にはマル 

サスに「人口の涼对U 執築の契機を与え，彼と人丨丨論 

かを行なったことで有名となるが，その思想は，'私相. 

財鹿，資本主義を批判，共恋主義財鹿論を展開して， 

空想的社会主義*ォウェンやリカードゥ派社会主義者 

たちに大きな磁響を夺え，そQ 铒学はサウジィやコ一 

ルリッジやワーズワスらロマン主義詩人たちを感勁せ 

しめ，特ビシヱリを压掏的にその影響下に蹬いた。さ 

らに，“イギリスにおけるフラソス年:命”期の急進的社 

会思想の代表者として，ロンドン通信協会や初則労働 

. 運励にも，そしてさらに現在に至るイギリス政治思想 

にも，影響を及ぼしている。また一般にはあまり知ら 

れていないが，その著「研究名-」においてルソーを越 

，えた近代的な教宵親の成熟を'示し，「ヶィレブ.クィ 

リ，アムズj によってフランス本命期の思想小説を代表 

すると穴•に T  メリ力文学の源流となり，「イギリ'ス共 

和制の歴史」によって，ピュリタン革命を逾視してイギ 

リスポ命史をウィッグ的革命観に転)^十るなど.多方 

面にわたづて思想家として蜇要な役割,を染たしたので 

ある。これに配するにメアリ• ウルストンクラ.一？ 卜は, 

女性が完全に独立して自らの愆想を持つに至った敁初 

の例であって，主 著 「女性の権利擁護J のー崧によっ 

て最初の女性解放思想め沐系的な忠想家となったこと 

ぼもちろん，みずからの体'験にも与づく処女作「女子 

教苻考j をtfV、て女性教育史にブィィを& じ，r人權の擁 

M a を铒いてバークの f フランス取命の沾察」に対す 

る攻搫の先鞭をつけ，• まfこパリに行ってrフ7 ンス革 

命め起源と進行についての歴史的逍徳的を発表 , 

し，北欧に旅して優れた旅行記を残し，-パJ、説 吵 生 活  

実-話似J や 「女挫の；身待J ，を書くなど，3織という比L 
較的短い生涠ながらC 12 Mめ蕃書や翻訳を出版して

3 5 » )

/

よ、“'ヌンで̂  ◊ た3 校，交、̂ なu f レ* ̂  ir.c i ぐ* >'い ^ 一 -t r c jベ&  •  、ザ は 於 つ 代 辟 ス ，'城*t文ん、1び，ぐ->5くん'な凡■好及


