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ドイツ商業教育制度の成立過程

(そ の2)

、

田 中 昭 徳

は し が き

1重 商主義時代におけ る商業教育制度の発生

Hド イツ重商主義の 「商業蔑視」 と,商 業教育運動の

創 始 者P・J・ マ ルペ ル ガ ー

1.ド イ ツ重商 主義 の特質 とそ の 「商業蔑視 」の傾 向

(以 上,前 号)

2.「 ドイ ツ最初 の商業学者 」P・J・ マルペ ル ガー

3.P・J・ マ ルペ ル ガー の 「商業 アカデ ミー」設 置 の

構想 と商 業教 育教育 運動 の開始

(以 上,本 号)

2.「 ドイ ツ最 初 の商 業学 者 」P・ ⊥ マ ル ペ ル ガ ー

パ ウ ル ・ヤ コ ー プ ・マ ル ペ ル ガ ー(PaulJakobMarperger,1656-1730)

の

は,商 学 史 上,「 ドイ ツ 最 初 の 商 業 学 者 」 と 目 され て い る。E.ウPt-一 ・9-一や

J.レ ッ フ ェル ポ ル ツ な ど に よ っ て 指 摘 さ れ て い る よ うに,彼 以 前 の ドイ ツに
(2)

は,商 業算術 お よび簿記 に関す る著作 はかな り古 くか らあ ったけれ ど も,商

業全般 にわ た る研究は未 だな く,た だ僅か に商業 に関す る諸種 の手 記が存 在
(3)

し た に す ぎ な か っ た 。 い う ま で も な く,い わ ゆ る 前 期 カ メ ラ リ ス トた ち,

た と え ぽMv.牙 ッセ(MelchiorvonOsse,1506-57),G.v.ナ ー プ レ ヒ ト

(Georgvonobrech七,1547-1612),J.J.ベ ツ ヒ ヤ ー(JohannJoachim

Becher,1625-82),P.W.v.ホ ル ニ ッ ク(PhillipPWilhelmvonHornigk,

1638-1712),W・ シ ュ レ ー ダ ー(WilhelmSchr6der,1640-88),V・Lv・ ゼ ツ
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ヶ ソ ドル フ(VeitLudwigvonSeckendorff,1626-92)ら も ま た,そ れ ぞ れ

くり

商 業 につ い て論 じて は い る。 しか し,そ れ らは いず れ も商 業 に関 す る純 粋 な

研 究 では な く,富 国 策 あ るい は 家政 一行 政 論 を展 開 した 各 自の著 作 や 論策 の

なか で た だ 付 随 的 に 言及 され た もの にす ぎ な い。しか も注 目すべ き こ とには,

われ わ れ が す で に前 稿 で 予 め考 察 して おい た よ うに,か れ らは,西 欧 先 進 諸

国 の場 合 と同 じ く重 商 主義 的 富 強 を 目的 と しな が ら,国 民 的 視 野 に 欠け,も

っぼ ら領 邦 君 主 の官 憲 的 な行 政 活動 に よ る 「上 か ら」の農 ・手 工 業 の保 護 育成

を基 調 と して 国庫 の充 実 を図 ろ うと し,商 業 に た い しては 消極 的 な意 義 しか

認 めず,む しろ これ を 「蔑視 」す る傾 向 をす ら もっ て いた の で あ る。そ して,

同様 の こ とは さ らに,マ ルペ ルガ ー と同時 代 のJ.G.ラ イ ブ(JohannGeorg

Leib,1670-1727),T.L.ラ ウ(TheodorLudwigLau,1670-40),J.B.ロ

r
一 ル(JuliusBerhardRohr,1683/88-1742) ,s.P.ガ ッ サ ー(simonPete

Gasser,1676-1745),J.ch.デ ィ ー トマ ー ル(JustuschristophDithmar,

1677-1737)な ど の,い わ ゆ る 後 期 カ メ ラ リ ス ト た ち に つ い て も い い 得 る で

あ ろ う。 な る ほ ど,か れ ら は 前 期 カ メ ラ リ ス トに 比 し て,私 経 済 一 租 税 政 策

くの

的 見 地 か ら商 業 に つ い て幾 分詳 細 な考 察 を加 わ え て い る。 しか し,そ の考 察

は前 期 カ メ ラ リス トの場 合 と まった く同様,商 業 そ の もの につ い ての 研究 で

は な く,ま たそ の商 業 に た い す る感 覚 もほ とん ど同一 で あ っ て,し た が って

くの

加 田 哲 二 氏 の 指 摘 して い る よ うに,か れ らは 本 来 「行 政 学 発 達 の 先 駆 者 と

して 」 見 な され るべ き で あ ろ う。 これ に 反 して,マ ル ペ ル ガ ーは 国民 経 済 に

お け る商 業 の 意 義 と役 割 と を 認 識 した ドイ ツ 最 初 の 人 物 で あ り,W・ ロ ッ シ

ャ ー の 引 用 を 借 り る な らぼ くfastdeneinzigendeutschenHandelsschrift一

の
steller>で あ った 。 この マル ペ ル ガ ーに よ って 初 め て,ド イ ッで は 簿 記 会

計 ・商 業 通 信 ・銀 行 ・取 引所 ・市 場 ・商 法 ・商 業 地 理 ・商 業 史 ・商 業 道 徳 な

ど商 業 諸 般 の 本格 的 研究 が行 な われ る よ うに な った ので あ り,こ こに本 来 の

ドイ ツ商 業 学 が 始 まるの で あ る。 わ れ わ れ は この 際,ド イ ッ 「商 業 学 」 体

系 の組 織 者 と称 され るC,G・ ル ドヴ ィ ッチ(CarlGttptherLud・vici・1707一

嚇



ドイツ商業教育制度の成立過程(そ の2)(田 中) 一53一

1778)が そ の 「商 業 学 」 体 系 を 構 築 す る に 当 っ て,か の サ ヴ ァ リ(Jacaues

$avary・1662-90)に な らん で この マ ル ペ ル ガ ーの 諸 研 究 を 資 料 と し,そ れ
(8)

を集 大成 した ことを改めて想起すべ きであ ろ う。
く　　

マ ル ペ ル ガ ー は1656年,ド イ ツ 古 来 の 商 都 ニ ュp・一一・ル ンベ ル ク に 生 ま れ た 。

　 　

彼 は 生 地 の ギ ム ナ ジ ウ ム に 入 学 後,神 学 の 研 究 に 志 した が,そ れ が 自 己 の 性

情 に 適 さ な い の を 認 め,か た が た 父 の す す め も あ っ て これ を 中 断 し,商 業

に つ い て 学 ぶ べ く,当 時 ヴ ェ ニ ス に 代 っ て 新 た に ヨ ー ロ ッパ に お け る商 業 の

一 大 中 心 地 と な りつ つ あ
っ た リ ヨ ソ に 赴 い た 。 以 後,彼 は さ らに ジ ュネ ー

ブ,ハ ンブ ル ク,リ ュ ーベ ッ ク,モ ス ク ワ,ペ テ ル ス ブル ク,ス ト ッ クホ ル

ム,ウ ィー ンな ど の ヨ ー ロ ッパ 各 地 を 遍 歴 して 商 業 に つ い て 見 聞 し,あ る い

は み ず か ら商 業 を 営 む な ど し て そ の 経 験 と見 識 を 広 め 深 め た 。 そ し て 彼 は,

こ う した 経 験 と 見 識 を 基 に,と くに1701年,《ProbirsteinaerBuchhalter,

1701》 を 著 わ した の を契 機 と して,以 後 商 業 に 関 す る著 述 家 と な り商 業 学 者

へ と成 長 して 行 っ た の で あ る。1708年,彼 は ラ イ プ ニ ッ ツ の 主 唱 に よ っ て 創

設(1700年)さ れ た ベ ル リ ソ の 王 立 プ ロイ セ ソ科 学 協 会(Kgl,Preuβische

Sozieta七derWissenschaften)王 立 プ ロ イ セ ン科 学 ア カ デ ミー の前 身 一

の 会 員 に 選 ば れ る と い う名 誉 に 浴 した 。 しか し,科 学 協 会 々 員 の 多 くは マ ル

ペ ル ガ ー の 加 入 を 快 く思 わ な か った 。 と くに ,敬 慶 派 神 学 者D.E.ヤ ブ ロ ン

ス キ ー(DanielErnstJablonski,1660-1741)と グ ラ ゥエ ン ・ ク ロ ス タ ー ・

ギ ム ナ ジ ウ ム の 校 長J.L.ブ リ ッ シ ュ(JohannLeonhardFrisch)と が そ

(11)

の筆 頭 で あ った 。商 業 の 研究 な どは学 問 の うち に は い らな い とい うの が,か

れ らの反 感 の 主 た る原 因 で あ った。 われ われ は この 一 事 を も って して も,

当時 の ドイ ツ学 界 に お い て商 業 研 究 が いか な る眼 で 見 られ てい た か を窺 知
コ　　　

す る こ とが で き よ う。1712年,マ ル ペ ル ガ ー は ドレス デ ン よ り招 聰 され て

ポ ー ラ ン ド王 国 一 ザ ク セ ソ選 帝 侯 国 枢 密 顧 問 官 兼 商 業 顧 問 官(K6niglich-

polnischerundKursachsischerHof==・undCommerzienrath)に 就 任 し,

1730年 死 去 す る ま で こ の 地 に ふ み と ど ま っ て,商 業 に 関 す る著 述 や 研 究 に,
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(13)

あ るいは商業 の振興 に尽力 した。
ロの

マ ル ペ ル ガ ー は,W.ロ ッ シ ュ の 記 述 す る と こ ろ に よ れ ば,「 驚 ろ くべ き

多 作 家(einentsetzlicherVielschreiber)で あ っ た 。 た と え ば,彼 は1717

年 に 著 わ し た そ の 著 書 《ErstesHundertgeleh7terKaufleute》 に お い て1698

年 以 来 公 刊 し た 自 著35冊 の 名 を 挙 げ て お り,そ の ほ か に な お,印 刷 に 付 す

用 意 の で き た 著 作 物 は71点 に の ぼ っ た 」 と 謂 わ れ る 。 こ れ ら の 著 述 の ほ と

ん ど 大 部 分 が 商 業 に 関 す る も の で あ っ て,い まそ の 主 要 な る も の を 列 挙 す れ

ば 次 の 通 りで あ る 。

1)P70bi75teindeγBuchhaltθ γodeγ5θlbstlehrendeBuohhaltθr==Schulθ.

Ratzeburg1701。2.Auflage,LUbeckP1707.

2)Neu-=ErδffneteKauffmans==Bδrse,evorinEinevollkommeneConnoi-

sanoθallθ γ2uderHandlungdienendenSachen麗 掘Merchan!'ntighθitθn,

a%chC秘7i6usenundReisθndθnAnlθil彿ng9θ98benω ゼ嘱,wassiθaαvon■u

ihremVortheilauffReisengubemercken.Hamburgl705・2・Auflage,

Hamburg1707・

3)MoscowitischerKauffmann.LUbeckl705・u・1723・

4)SchwedisoherKauffmann.wismar1706・

5)DerallgeitfertigeHanclelsoorvasPondent,ωorinnenaiegantee1面 漉 」5-

wissenschaftmitderosel～ 励zScrip彦uren,BWiefenuηdCauteten,sa〃ztaller-

handArtenRechn-ungs==FormularenundandernNothwendigheitenenthal-

ten,naohdemalteηneuestenStγIOvornehmeγKaWflθuteeingθrichtet・

Halnburg1706.(od.1705)

6)DasNeu=・Er6ffneteManufacturen-Hauβ.Hamburgl707・

7)Das加Natur=unciK腸nst==Sαchenerb:ffneteKa・affmanns==Maga2in.

Hamburg1708.(こ の 書 は 商 品 学 辞 典 で あ る)。

8)HistorischerKaaffmann.L廿becku.Lelpzlg1708.

9)Neu=Ero')ffnetesHandels=(;ericht,o盈 γ ωohlbestelltesCommeroien=
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Co〃egium.Hamburgl7080d.1709.

10)Historisch=mercαtorisoheBeschreibunga〃er1)reuβischenLanaeuna

I)rOl/intlien.1710.

ll)AusfJf'hrlicheBeschreibungaesHanfsunaFlachβes,undderdaraus

8efe・rtig彦enハ4anufact¢tren.1710.

12)1)errussisc/2e1ぐaufi「mαnn,1710.

13)Beschreibung4erMe∬enuna/ahr・=M(・1'7・chte.Lelpzlg1711.

14)SchlesischerKauffmann,Breslau1714.

15)Soη δ彦higalsn"t21icheFragen泌 θ7a・ieKaWf .アMannschaff彦.Leipzigund

Flensburg1714.(DieersteFortsetzung.1715)

16)PVohl==unterwiesenerKauj .アmanns=ノ 窃㎎6und(}e〃euerundGeliebter

J-landelsaiene7.NUrnberg1715.

17)Getreuerπ 嘱Geschich彦 〃 、Handels=1)iener.NOrnbergundLeipzig

l715・(こ の 書 は 前 書 の 続 篇 で あ る 。)

18)M・ 吻5Pietatis,oa〃L励==A∬i5tentg・ ・undHdelffsha'u～er,L伽 一

BanquenundLombants.Leipzig1715.

19)!歪 纒 プ∫～hrlicheBeschreibzmg4esHaar・=undFe4er=・Handels.Leipzig

l717.

20)ErstesHundertgelehrterKα 履 アleute,1717.

21)VorschlagvonVerheyrathuua8cleTTb'chter.Hamburgl717.

22)BesohγeibungderBαngven.HalleundLeipzig1717・

23)π ノohl〃teynenaeGe4ankenよ わθγ 協 θVersorgungaerAr〃zen.nebst3

Fortsetzungen.1722.

24)Plan彦agen==Tl/αctat.1722.

25)Neu==EroffneteWa∬erfahrta'wfF薦 β6%unaCαnilen.Dressden1722.

26)ヱ)erGela-=%嘱WechselCours=Zet彦ul.1722・

27)BeschTeibungeinesinTheurungerQffzenaen」Proan'ant==・Hαnβes.1722・
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28)Beschγeibung4esTuchmacher=Handwerchs.1723.

29)Fragen励 〃 協βKauffmannschaft.Leipzig1724.

以 上 の ほ か に,見 逃 す こ との で き な い マ ル ペ ル ガ ー の 重 要 著 作 と し て,

1723年 に 著 わ さ れ た 《TerifoliumMer・antileAureum》 が 挙 げ られ な け れ ぽ

な らな い で あ ろ う。 この 書 は 主 と して 商 業 教 育 制 度 設 置 に つ い て の 彼 の 構 想

を 述 べ た もの で あ り,わ れ わ れ の 考 察 の テ ー マ に 直 接 か か わ りを もつ の で,

次 節 で そ の 内 容 を と くに 詳 し く検 討 す る予 定 で あ る。

マ ル ペ ル ガ ーを して か く も無 数 の 著 述 に か りた て た と ころ の も の は,1つ

に は 彼 の 明敏 さ で あ り,他 に は 彼 の 俸 給 の ひ くい こ と で あ っ た 。 しか も,彼

は そ の 著 作 の 大 多 数 を 自費 出 版 せ ざ る を 得 ず,そ の た め そ れ らは お うお う発

行 時 や 定 価 の 記 載 な しに 刊 行 され て,し た が っ て,彼 の 死 後 間 も な くそ れ ら

を捜 し求 め る こ と は も は や ま っ た く 不 可 能 と な っ た の で あ るEウ ェ ー

　　の

バ ーは マ ルペ ル ガ ーの多 作 の事情 を この よ うに説 明 して い る。

い うまで もな く,マ ル ペ ル ガ ーの商 業 諸般 に 関 す る著 述 は,在 来 の 研究 に

よ って 明 らか に され て い る よ うに,そ の す べ て が必 ず し も彼 自身 の独 創 的見

解 に基 づ いた もの で は な く,む しろそ の 大部 分 は 外 国書,と りわ けJ・ サ ヴ

ァ リの 『完 全 な る商 人 』 の 祖述,敷 術 で あ った 。 この 点 に関 し,R・ ザ イ フ
くゆ

ア ル ト は 次 の よ う に 評 し て い る 。"Derbegabteundpraktischerfahrene

aberundisziplinierteMarperger〔1656-1730〕konntetrotzdergroβen

ZahlseinerhandlungswissenschaftlichenSchriftennichtsEntsprechendes

nebenden《VollkommenenKauff・=undHandels詔Mann》Savarys

se七zen"と 。 そ して また,マ ルペ ル ガ ーの諸 著 作 にお け る叙 述 それ 自体 が,

当 時 の慣 習 よ り以 上 に尊 大 ぶ った 煩わ しい 饒 舌 と浅 薄 さに陥 って いた こ と も
ロわ

否 定 で き な い 。 この 点 に つ い て,w・ ロ ッシ ャ ー と と もに,J・ ヘ ラ ウ ァが 鋭
　　　ラ

く批 判 し て い る は,人 び と の 周 知 す る と こ ろ で あ る 。,,MarpergersBUcher

sindstarkveralte七undmutenunsheutemi七ihremwichtigtuendenund

weitschweifigenDarlegungenselbstverstandlichsterDingeoftgeradezu
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kindischan.`・

しか し,わ れ わ れ は マ ル ペ ル ガ ーの こ う した 欠 点 の 故 を も っ て,「 ドイ ツ

最 初 の 商 業 学 者 」 と し て の彼 の 業 績 を 否 定 し去 る こ と は で き な い で あ ろ う。

む ろ んJ.レ ヅ フ ェル ポ ル ツ の よ うに,"Daβer〔Marperger〕inseinen

AusfUhrungenhaufigsehrbreitundweitschweifig,sehraltertUmlichund

kurioserscheint,istsehrverstandlich;denndemdeutschenKauffmann

warendieneueDenkweiseunddieneuenProblelnenochgtinzlichfremd

(19)

undunbekannt"と マル ペ ル ガ ーを弁 護 す る こ とは多 少行 き過 ぎの感 を免 れ

(20)

な い 。 だ が,E・ ウ ェ ーバ が 正 当 に も指 摘 して い る ご と く,マ ル ペ ル ガ ー の 諸

著 作 の うち,と りわ け 《De7allaeitfe7tigeHandelscorresPondet》 は 商 業 通 信 の

分 野 に お い て,《HistorischerKauffmαnn》 は 商 業 史 の 分 野 に お い て そ れ ぞ れ

ドイ ツ最 古 の 書 で あ る こ と,そ してJ・ レ ッ フ ェル ポ ル ツ が 綿 密 に 考 証 し て

(21)

い る よ うに,《BθschreibungaerBangven》 は ドイ ツ に お け る 最 初 の 体 系 的 に

し て 且 つ も っ と も包 括 的 な 銀 行 論 で あ り,さ らに 《Beschreibungae7Messen

uncllahr-Mdrchte》 はJ・ サ ヴ ァ リー の 『完 全 な る商 人 』 に 依 拠 した もの で

あ る と は い え,〈Handelskund】icherTeil>で は サ ヴ ァ リを遙 か に 越 え て い

る こ と な ど も,ま た 事 実 で あ る。 す な わ ち,マ ル ペ ル ガ ー の 「ドイ ツ 最 初 の

商 業 学 者 」 と して の 業 績 は,世 界 か ら隔 離 され,西 欧 先 進 諸 国 よ り も遙 か に

低 い 水 準 に あ っ た ドイ ツ の商 業 に た い して,諸 般 の 新 しい 実 際 的 知 識 や 方 法

を 提 示 し,そ れ らに 基 づ く学 理 的 な 経 営 を 示 唆 した 点 に あ る。 な る ほ ど,彼

は 系 統 的 一体 系 的 な 商 業 学 の 創 始 者 た り得 な か った 。 彼 の謂 う 〈Handels-

wissenschaft>のWissenschaftと は,E・ ウ ェー バ ー も 指 摘 して い る よ う

(22)

に,知 識領域 を指称す るに他な らない もので あ った。 しか しそれ に もかかわ

らず,彼 は商業諸般 に関す る新 しい実際 的知識や方法を提供す ることに よっ

て,商 業を 「蔑視 」 した り,あ るいはただ思弁的 にのみ商 業を論ぜ ん とす る

人 び とを覚醒せ しめた。 マルペルガ ーの諸著作は以後,た んに維利 の争 いに

没頭 す ることな く,多 少 とも'商業経営の諸理論 を学 ばん とす る実務家 に とっ
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123)

ては 欠 くべ か らざ る もの とな った ので あ る。

注

(1)EduardWeber,Literatupt8eschichtederHanclelsbetr・iebslehre,ZeitschriftfUr

diegesamteStaatswissenschaft.hersg.vonK.Bttchner,Erganzungsheft

xLlx・Ttibingen1914.s.38:JosefL6ffelholz,Geschichteder・Betviebsωirtschaft

un4derBetriebsωirtschaftslehre・Altertum・=Mittelalter=Neu2eitbiszuBeginn

des19・/ahrhunderts・Stuttgar七1735・S・231f・ な お ,レ ツ フ ェ ル ポ ル ツ は,マ

ル ペ ル ガ ー を 「《近 代 ド イ ツ 》 の 経 営 経 済 学 に 関 す る 最 初 の 著 述 家 」(dererste

betriebswir七schaftlicheSchriftstllerdes"neuenDeutschland``)あ る い は 「 ド

イ ツ に お け る 《近 代 》 経 営 学 文 献 の 創 始 者 」(derBegrUnderder,,modernen"

betriebswissenschaftlichenLiteraturinDeutschland)と し て 位 置 づ け,「 の ち

ほ ど,な か ん ず くJ・G・ ビ ュ ッ シ ュ とw・ ロ ッ シ ャ ー と は,ま っ た く不 当 に も

(sehrzuUnrecht),彼 と こ の 名 誉 あ る 地 位 を 競 わ る と 試 み た 」 と 付 言 し て い る 。

ま た,邦 語 文 献 で は,増 地 庸 治 郎 著 「経 営 経 済 学 序 論 」,大 正15年.同 文 館 刊,32

頁 。:桐 田 尚 作 著 『商 業 学 概 論 」,昭 和26年,千 倉 書 房 刊,7頁 。:向 井 鹿 松 ・福 田

敬 太 郎 編 集 「体 系 商 業 学 ⊥ 昭 和33年,千 倉 書 房 刊,105頁 。 な お,佐 々 木 吉 郎 著

「経 営 経 済 学 の 成 立 」,昭 和5年,厳 松 堂 書 店 刊 に は,マ ル ペ ル ガ ー は 「 ド イ ツ最 初

の 商 業 学 者 」 で あ っ た と は 明 確 に 述 べ ら れ て い な い が,《Handeswissenschaft》

と い う 名 称 を 最 初 に 用 い た の は ロ イ ク ス(JohannMichaelLeuchs,1763-1836)

で は な く て,こ の マ ル ペ ル ガ ー で あ っ た と い う こ と が 諸 所 で 強 調 さ れ て い る 。(参

照,同 上 書,5頁 注3,116頁 注43な ど)。

(2)E・Weber,a・a・0・,23・;J・L6ffelholz,a・a・O・.S・148-169・;小 倉 金 之 助 著

「数 学 教 育 史 」,昭 和7年,岩 波 書 店 刊,30頁 以 下 。:増 地 庸 治 郎 著,上 掲 書,32

頁 。:佐 々 木 吉 郎 著,上 掲 書,89頁 。:桐 田 尚 作 著,上 掲 書,7頁 。:向 井 ・福 田

編 集,上 掲 書,105頁 。 因 み に,18世 紀 以 前 の ド イ ツ に お け る 商 業 算 術 お よ び 簿

記 に 関 す る 著 作 に は,お よ そ 下 記 の も の が あ る 。

〔Widmafin,Johannes〕,Behen4e%煽 励30乃 θReohnungα ガ αlleKauffmann-

sehafft.Leipzig1489,Pforzheim1508.

GrarnrnateUs,Henr;CUs(Heinr;chSchre盲ber),Ay・nnewhanstlichBuechωelches

9αrgewissvnabehenalernet・ …mancherlaptschOnevnguooissennottdirftig

γθ0乃砺8auffkauffMannsohafft・AuchnachaenProPortionderhumstdes

gesanngS勿3diatonischengeschlechtauεSautaツlnmonochorann/orgelPfePtffe

vnnanderjustrument・ …VVePttteristhieijnnenbρgrilffenbvechhaltenalu7ch
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dasZomal/KaPs/vnaschuldbdr'chvisiereumachendurchdenguαdraa…,

6Tle・,Nttrnber91518・(こ の 書 は ,前 世 紀 末 に 公 刊 さ れ た イ タ リ ア の 著 名 な

パ チ ョ ー リ著 『算 術 ・幾 何 ・比 お よ び 比 例 全 書 」LucasPacio】i,Summade

Arithematica,Geometria,ProportionietPro1)07tionalita・Venezia・1494に 基

づ き,商 業 算 術 お よ び 簿 記 に つ い て 補 述 し た も の で あ る 。 参 照,片 岡 義 雄 著 「パ

チ ョ ー リ 「簿 記 論 」 の 研 究 」 増 訂 版,昭 和40年,森 山 書 店 刊,33-34頁 。)

Go聴lieb,」oLann,Ein7「 協'56んz,ers彦en4i8Buchhaltenノ 伽HerrenoderGese〃-

SGhaffterinhaltevellischenProcess/aesgleychenvorhinniederjugentist

ftir.aetragenωoraen・OhneOr七,1531・(参 照,片 岡i義 雄 著,上 掲 書,34-35頁 。)

Elenb。9。en,Erhartv。n,BuchhaltenauffPreussischemdintaeunageωicht・

Wittenberg1537.

Go奪tlieb・Johann・Zooeツkdinstlicheun4verstendigeBuchhalten・1546・

Schweicker,Wolffgang,ZωifachBuchhalten,samPtseineGiomal/desselben

BeschlttS/auchRechnungxuthun&c・Ntirnberg1549・(こ の 書 は イ タ リ ア 式

複 式 簿 記 を ドイ ツ に 導 入 し た も の で あ る 。 参 照,片 岡 義 雄 著,上 掲 書,35-36

頁 。)

KaltenbrOnner,⊥,Ei・nneω8este〃'ノ 読%8≠ 面oゐ1～echerbuchlein/darinnenα 　〃6

yetatgebreuchigeKauffmanns/auchαnaereRechnungen/gantxklaruna

verstendtlichbegriffen.Ntirnberg1565.

Passchier=Goessen,Bvchhaltenノ 初 πkurtggusamen8efasstvn4begγiffen,nach

arthvnaweiseaerftalianer,mita〃erhanatverstdndlichengutenExemPlen

vonFactoryen,auchGeselschaffthandlun8en.Hamburg1594.

Ulm,W.,EinNewesRechenbdr'chlein.Augsburg1596.

Schurtz,GeorgNikolaus,(}enerallmstruotion4erArithmetisehenundPolitischen

KunstderhochlOblichenWissenschaftderK照 が=unaHanaelSleuteaesBuch-

haltens・ohneOrt1662・(こ の 書 は,の ち ほ ど 増 補 ・改 題 さ れ て1695年 に

《NatebareRichtschnu7aerLδblichenKauffmannschafft.1)asづ ε彦∫ ハ砂膨7-

mehrtvollhommenesBuchhαlten・ohneOrt》 と し て 刊 行 さ れ た 。)

(3)E・Weber,a・a・O・,S・37・:J・L6ffelholz,a・a・0・,S・231・:桐 田 尚f乍 著,上 掲

書,7頁 。:向 井 ・福 田 編 集,上 掲 書,105頁 。 な お,18世 紀 以 前 の ドイ ツ に お け

る 商 業 に 関 す る 手 記 お よ び 外 国 書 の 翻 訳 に は,お よ そ 下 記 の も の が あ る 。

Kuppenener,Christ。ph,ConsiliaelegantissimainmαteriaZtsurammetcon-

tractuum2usurariorum.Leipzig1508・(ド イ ツ 語 訳:EinschonesBuchlein

c2uaeut5ch,darausein1'eghlichermensche,wesstandes『ePtsey,lernenmag,

waswucherundωucherischehendelseyn__Leipzig1508).

'
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Biel,Gabrlel,Tractatusdepotestate&utilitatemonetartl.Oppenheim1516.

〔一 橋 大 学 付 属 図 書 館 所 蔵,メ ン ガ ー 文 庫 。Inc・6〕

L吐 トer,Martin,EptnSe・/monvon4emWucher.Wittenbergl519.(小 匹診色教

kleineSermon版)

L吐her,M邑 雨n,yoηKα 吻 勧 僻 伽 π8un♂ ωuaher.Wittenbergl524.

C・?・ ・a・i・・'」 。・・甑D・t・a・t・ndi・ ・卿 ・・ 蜘 ・`ノ ππ・・・・…'S'c・n・ ・rs・i・老」励

XenoPhontisdereeguestriinLati・num,HistoriolaTeinum〃2arieesivede

no〃zismatisGeeecorum&Latinorum,T{ibingen1539.

Luther,Mart;n,An4iePfarrherrn,wiaeTaenVV'acherβ κPredigen.Ver〃3α%z〃zg.

Wittenbergl540,

Na。ge。rgUS.Th。mag,Tragoeaiaalianovα.M〃0α ≠0γseu1'nd・icium,ivaguain

consPectumponun彦z〃af)ostolicaet1)af)isticadoctorina_..AugusburgP

l540.

Meder,LOrenz.Han4elBuch4arinα η9θ26づ4ωir4,ωelche7gesta〃inn4en

ノ伽 πθ励stenHanaelste〃enEuroPe.a〃erleyωahrenanfe・nohliohkaufft,aieselbig

wiaermitnut2ve7kaufft,wiediewechselgemach彦,Pプ 伽4,e〃e・n,undmuente

初beralVθ グ81ichθ ・n,a%躍 βZ6ω θlcheγgeitdiθmerc為te%geOOOθnl∫ch9θ ゐα〃enevθrden.

SamPtanaemmehrnut2ungendαremgehOrig・AllenHanthierenund/tingen

Kaufleuten8anznth'tzlichunddiestlich.NUrnbergundUlrichl558.

Faber,Heinrich,G彦tain」Epistel・Btichlein,de・r81eichennitgesehenω 〔nden・

Darinnα 〃erhanciSendbrieff,dieε 励xwischenLeutenm・ittelmessigsStanas,

undsonderliohde〃zKau∬leuthen,伽 惣z励 θ7σebungnottd・i」rftigzutragen

mδchten.K61n1565。

Fr;es。n,Tilemann(71量emannUs,Frisius),.Muen彦2spiegel,aasistEinNewvna

wolauβgeプ'uehrterBerichtVOIzderMuent2....JnvierBucher2usaMen

8efasst..._FrankfurtanderOder1592.

Spangenbor9,Cyriacus,Einnuet21icherTractαtvomrechten」BrαuohundMiβ 一

brauch4er1し 血 θ7¢t2e.1592.

8e5。ld,Christ。ph,1)iscussionesguaes彦 翻 襯aliguotdeusurisetannuisredi-

tibus.T且bingen1598.

Hippolyセ"8aCollibUs,Inoremen彦 αvrbivm,sive4ecaussis〃za.anitznt・i・niswbiu〃z

....liberunwsnuncメ)rimuminluce〃zeditus.Hanau1600.

Borniセz,Jakob,1)enu〃zmisin76」1》%う.i)ercu彦iendis&conserz/andis〃bri4uo.

Exsystemateノ)oliticodef>romf》 拡Hanau1608.

Mariana,Juande,1)emoneta∋mutatione.(111:Tractatusvii.K61n1609.)

」
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LatherUsvonH"四m,Hertnann,ヱ)ecensv,hoeestgvomedio,iure,ar彦e&stndio

statasouiusguθ γθ9幅,vθiPub・velciui彦atisceη5umsu%mseurθditu∫...・

tradit%7,tra6ta彦VSnomiOO=Politicvstamlθgib`りSSC7ip彦is,gva〃3diotis.._

Frankfur七amMainl618,

Goldast,Melchior,Catholiconreimonetariae,sivele8esmonarchica∋generales

deγ θbUSnum〃Zα7商SetPec%niariis....∠{cce∬itchronologiaomniu〃Zauctoerum

g協 伽7θmonetariatrαctαtusimstitueruntusguea4_.Frankfur七amMain

l620.

Leuber,Beniamin,EinhurxerTvactatvon4erMth'nze_..2Tle.1Tle.,Jena

1623,2Tle.,Halle1624.

Bosold,Chr;stoph,Recapitvlatiomonetalivmgveestionvm∫gvatvorTθsi)on5is

ivriScomprehense....FrankfurtamMain1624.

Cellar言Us,Balセ トa5ar,1)is/》atatiof)oliticadθmoneta,3θ%renu〃zeraTia.....

Jena1639.

Schuttz,M・G.,DiscursunctRe4ederEdlenundinder8・antgenWeltberth'hmten

Meroan2夕%嘱Kauffmannschaft.且amburg1642.

Pia22au7¢iversalθ'1)asistノ{llgemeinθ7Scha%Plat2,Ma7chtu¢dEusanzmθnkunfft

α〃 〃Pb・ofessionen.FrankfurtanMain1659・(こ の 書 は,ガ ル ゾ ー 二 著 「全

職 業 の 舞 台 」Garzoni,Tommaso,LaPia2zauniversaleaitutteleProfesSioni

delmonao・1585,Venezia・ の ド イ ツ 訳 で あ る 。)

Wagner,M・,laeaMercanturae4arinnen,wasvonderKaufLeuteCommercien,

CrθaitunaGlaub6η,Fallimθ ηte%od8γBa%h70tten,Me万 θ1%%ndaθSSθ%R6chtθ,

Pro彦 θote%,勲727θ,Rθ500弼 飽 θπ,1(dufmanns=Messe%,assθOu7ationθ%,B%chhaltθn,

undBilanoi87en,ana%meThenunaeubehaltθn,hu797'θdochθigθn彦liohbesohriθbθ η

ωir4'ノ 初η8飢undannochun8etibteKaufleUtenk"UMnotωendi8enunterrioht.

Bremen1661.

Marquart,Johafin(JoannesMarguardus),Trαctatus1)olitico==ブuriaicusdejure

mθ γcatoγUη θtCommθ7cior%msingula7i.ACCθsse7鰯 ¢t...iPsa∫ 》7ivilθgioγum

consti彦utionum,statutorum,pαctorum,&c.exe∫ 》layia....2Part,Frankfurt

amMainl662.「'

Conring,Homam,DeimPopttantisetexportαnais.Helrnstedt1665.

Conring,He5mann,Dissertatiopolitica4eeommerciisetmercatura.Helmstedt

1666.

Ho拝mam,⊥F.,BltienderWexels=Baum.Franfur七amMain1666.

1くuricke,Reinhotd・Jas彫 α7漉 彫%彫Hα'nsecptieump・ 一 ・ACGesseruntdiatribOP吻
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assecurationibus'itemvarieeillzastresgueestionesαdゴ 粥mαritimumPer-

tinentes.Hamburg1667.

Kassel,」.D.,DasInteresseeines(leωtssenhafftenKauffmanns.1674.

Savary,JacqUes.DervolhommeneKa吻fJ』uπdHanclelsmann∫oder,allgemeiner

Unterriehtalles,ωas2um(;eωerbundHandlungallerhandbeyaesfraneoesischer

alsauslaenaischerKauffwaren8ehoert_.Ge艶vel676.(こ の 書 は,J・ サ

・ ヴ ァ リが そ の 著 「完 全 な る 商 人 』LeParfaitnegociantsouinstructiongenerale

Pourceguiregardelecommercedetoutesorteaemαrchanclises,tantde

France,gue4epaysestrαngers....2vo1,Paris,1675.を .ア ル サ スP一 レ

ン 人 お よ び ス イ ス 人 の た め に み ず か ら ドイ ツ 訳 し た も の で あ ろ う と,E・ ウ ェ ー

バ ー は 推 量 し て い る 。 参,照.E・Weber,a・a・0・,S・13・)

Hoソdhgor,J・ 」・,Kauff=undHandels=Leuten.1676・

Schrnaltz.⊥M・,1)eutscheHelleuctendeKau∬=undHa%dels=S)iegel.Alten-

burg1677.

Radornann.⊥,1)erStadt且ambur8stetsBlmbenderJ17exel=Baum.Hamburg

1698.・

〔平 井 泰 太 郎 著 「経 営 学 文 献 解 説 」.昭 和7年,千 倉 書 房 刊 に 記 載 さ れ て い る 商

業 一 般 お よ び 簿 記 会 計 の 文 献 名 は,18世 紀 以 前 の ド イ ツ に 関 す る か ぎ り(75-80

頁),か な り多 く の 誤 植 な い し 誤 記 が 認 め ら れ る 。〕

(4)前 期 カ メ ラ リ ス トた ち が そ の 商 業 論 を 展 開 し た 著 作 は,お よ そ 次 の 通 り で あ る 。

0550,M・von,Pc)litischθsTestamentAnHergo8hAugustu〃zchurftirstenzu

Sachssen・1556・(原 文 は 草 稿,1717年,ク リ ス テ ィ ー ア ン ・トマ ジ ウ ス に よ っ て

編 集 さ れ,ハ ル レか ら 刊 行 さ れ た 。)

Obrecht,G,Eins・ndereP・liceyOranung,undC・nstitution,aurchwelcheein

1'ederMagistratus,vermittelsbesonderenangestαltenDePutaten,7'ederzeitin

seinerRe8ierung,eine8eωisseNachrichtunghaben〃3αg.Strasbourgl608.

derselbe,F㍑ 畷 アunderschiedliGheSecretαP()litica....Strasbourg1617.

Becher,J・J・,PolitischerDiscursvondeneigentlichenVrsachen/deβAuf=・unt

Abnehmens/derSttiat/LdnclerundRePublichen/insPeci,PVieeinLand

・VolchreichundNahrhaft2umαchen/undineinerechteSocietatemcivilem

2ubringen・AuchwiravondemBauren=HanawerchsundKaULffmannssta・nd/

dererHancleluntWanclel/itemVonaemMonoPolio,PolyPolioundProPolio,

vonalgemeinθnLand=Magaginen/Niederla.・en/KaWfbdusern/Montibtes

pietatis,Zucht=undWerchhauserva/Wech6'elbde'nchenttndaergleichen/

4uβfdirlichgehantelt・FrankfurtamMainl668・(参 照,小 山 田 小 七 「ベ ツ
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ヒ ャ ー の 「政 治 論 」」,「 経 済 学 雑 誌 」1939年8月 号 所 収 。)

dersolbe,PsychosoPhiaoderSeelen=VVeiβheit/VVienemlicheinブederMewseh

ausBetrachtungseinerSeelenselbstalleinαlleWissemsehafftuvadVVeisheit

8rdindlichundbestdndigerlan8enkδnnen.FrankfurtamMain1678.

Hornigk(H6rnigk),Phl.W.,OestePtreichUberallesωannesnurωill.Dasist'

ωo伽z蜘enderFuerschlagl7Viemittelsteinerωolbeste〃tenLanaes=Oeconomie,

aieKαyserlicheErblandinhurzemuebera〃eandereStaatvonEuroPagu

erheben/unamehralseinigeraerselben/v・%aenenanaerninaePenaentxu

machen・DurcheivaenLiebhaberderKαyserl・ErblandWoZfahrt.ohneOr七

1684.(anr.ed:NUrnberg1684;13thed..:HermlohannvonHornehsBe-

merhungenueber協 θoesterweichische∫tαatsoehonomie.Ganzumgearbeitet

undmitAnmerkungenversehenvonB・EHerrmann・Berlin1784・)(参

,照,小 山 田 小 七 「ホ ル ニ ッ ク の 懊 国 至 上 論 」,「 大 阪 商 大 研 究 所 年 報 」 第10号,

所 収 。)

〔Schr6der,W・,〕FuerstlicheSchatg=un4Rent==Cammer.NebsteinemTmctat

vomGoldmachen・LeiPzi91686・(参 照,小 山 田 小 七 「シ ュ レ ー デ ル の 王 室 金

庫 論 」,「 経 済 論 叢 」1937年5月 号 所 収 。)

SeckendorFF,V・Lvon,TeutscherFab'rsten=Stat/oaer'(]i・uendlichevndkur2e

Beschreibung/WelchergestaltFde'rstenthuemer/Graff=vndHerrschafftenim

Heili.aenRδmischenReichTeutsaher!>'ation.welcheLanaes,FdirstlichevnaHohe

ObrigheitlicheRegaliahaben/vonRechts=vndlδblicherGezvohnheitooegen

beschaffen・ttseyn/Regieret/mitOrdnungenvnclSatgungen/Geheimen

vndJustitgCantceleyen/ConsistoriisvnaanaemhohenundniedernGerichts=

Instantien,AemPtemvnciDiensten/verfassetvnaversehen/auchωieaerosel-

benCammer・=vndHoffsachenbestelltxuωerdenPflegen.Zubeliebigem

GebrauchvnaNutgh・herStanclsPeVS・nen/der・JungenHerrschafften/勲 伽

vnabeaientenauchmannigli・hs/aerbeyFdirstlichenvndaergleichenHδffen/

GerichtenvnaLαnaschafftenguthunhat/nαchAnleytun.・derReichssatiungen

v・izclGeωonheiten/auchωdirchlicherObservant2ab8efasset.Franckfurtham

Mayn1656.

dorselbe,Christen・=Stat,ω07in・nvon4emChristenthumansichselbstund

dessenB伽 ψ ≠槻8wiaeraieAtheistenu・nddergleichenLeute,wieaubhvon

derVerbessemngsoωohlaesvaelt==alsGeistliehenStandesnachdemz伽oん

躍esChristentums8ehα πdeltωira.Jena1685.

(5)後 期 カ メ ラ リ ス トに 属 す るJ・G・ ラ イ ブ,T・Lラ ウ,J・B・ ρ 一 ル,s・P・ ガ ッ
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サ ー.J・Ch・ デ ィ ー ト マ ー ル は そ の 商 業 論 を 下 記 の 著 作 の な か で そ れ ぞ れ 展 開 し

て い る 。

Leib,⊥G,Erste〔-Vierdte〕Rrobe,ωieθ 伽Regent五and協4五eute勿 θγδ6sε〃n…

SθineGθfdillθ%ndEinkommθn,sonderRui%de7e7Unterthaη θn…Vθ7mehreη,

undsich4adurchinMachtundAnsehensetzenhδnne...。4Tle.inlBd1.

LeipzigundFrankfurtamMain1708。

〔Leu,'「L・,〕PolitischeGedaηckθn'Welchθ7GθstaltMona7ch6nπ 嘱KOnigθ

RθP%blig%θnundFti7sten'Nebstih7enRθichen,Lde'ndern%nclσ づ¢彦θ〃 乃αηθ%'

D"γoゐ6伽 θleichte2レfetho4eMdchti8undReicゐ3θ ニソ%od〃everdenhδnne%.

FrankfurtamMain1717.

〔d●rselbe.〕AuffricntigeNachrichtvon4em1'et2igenEtat4esFinante=M7esens

4erReSlwi)lica4esVereini8tenNie4erlaηdes.K61n1717.

〔derserbe,〕Entwuz∬einerM70hl=ein8erichtetenPoliceV.FrankfurtamMain

1717.

derselbe,AufγichtigerVO7schla8vonglUθchliche7,VO7theilhafftiger,bestaθnclige7

Einrichtung・aerlntradenundEinhuen .が'ten'derSouveraine%undihrerUnter-

thanen,'inwelohemvon1)olizay=unaCammer=Nagocien%煽Stθueγ=saohθn

8ehandeltωird._4Tle.,FrankfurtamMain1719.

Ro卜r,」 ・B・,Diss〃'α 彦iodeexcolendos彦ndiooeconomico,tα 〃zPrinoiPl〃1,guam

privatorum.]Leipzig1712.

dersel』e,Einleitung2u7Staats=κZz48乃 θづ'.Ode7'Voγste〃u・ngwiechri5tliche

u%dωeiseRe8entθ%2u7Befoeraθ7u¢9ihr67θ ぢ8θηθπ%ndih7θs.Lanaes(}lue-

ckseelichheitihreUnte.rthαnenenbeherrschenPflegen.]しeipzigI718.

Gasser,S・P・,Einleitungx・udenOecono〃zischenP()litischenundCαmeral=

Wissθnschaftθn,wednnθ ηjueγdiesesmalaiθOθconomi60=Camθ7aliaaach

vond6ηDomainen=odePtCα 〃zmer=:a%deγnGteθteγn,aere%Administrαtion%煽

Anschla896n,50ωold6SAche7b-rauesalSanaθ7θ7P〃 ≠伽 θπ彦づ8ηhalber,samtdθn

Re8alienangeeei8t麗 磁erlaeutetωerden.Halle1729.

D畜thmar,」.C.,EiηleitunginaiθOeconomischePolicei=%ndCameγalωissθ η一

S6haノ'te%,η θbstVθrxeichnisein6S2UsolcheηWiSS6ηS6haftenalienlichθnB彦0ゐ θγ一

vorra〃 診εundawsfa'hrlichenRegister.FrankfurtanderOderl731,

な お,カ メ ラ リ ス ト の 商 業 思 想 な い し 経 済 思 想 に つ い て は 次 の 文 献 に 詳 し い 。

Wi】helmRoscher,Geschichteder1>ational=:OekonomikinDeutschland.MUn-

chenundBerlin.ZweiteAuflage1924inManuldruck

AntoロTautsCher,5taatswirtschaftslehre4eγKame7alisten,1947,
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吉 田秀 夫 著 「黎 明期 の経 済 学 』,1936年.巌 松 堂 書 店 刊 。

(6)加 田哲 二 著 「独 逸 経 済 思 想 史 』,1931年,改 造 社 刊,20頁 。

(7)W.Roscher,a.a.0.,S.301.

(8)増 地 庸 治 郎 著,上 掲 書.37頁:桐 田 尚作 著,上 掲 書,7頁 。

(9)二=一 ル ソベ ル クは14世 紀 以 来,西 ヨー ロ ッパ 随 一 の商 業 都 市 で あ り,「 ニ ュ

ー ル ソベ ル ク市 民 が い な け れ ぽ
,大 市 は 開 か れ な い 」 とい う諺 さえ 生 まれ た 。 こ

こに は 前期 的 資 本 の うち で も,商 業 資 本 が 発達 し,そ の機 能 分 野 と して 商 品 ・貨

幣 取 引が 殊 に 著 し く繁 栄 して イ ムホ ー フ家,ヴ ェ ルザ ー家 な どの 前 期 的 資 本 家 を

生 み だ した が,ア ウグ ス ブ ル クの フ ッガ ー家 に 匹 敵 す るほ どの 巨大 資 本 家 は 生 ま

れ な か った 。

(10)W・Roscher,a・a・0・,S・301・Anmerkun91の 記 述 に よ る。 しか し,佐 々木

吉 郎 氏 は この 点 に 関 して 次 の よ うに 記 述 され て い る。 「氏 〔マ ルペ ル ガー 〕 は 幼 い

時 か ら軽 快 な 性 質 で学 問 を 好 ん で い た。 が 生 地 の ギ ム ナ ー ジ ウムに あが るに 及 ん

で,当 時 法 律 学 者 と して 有 名 で あ っ たRittershufenの も とに 法 律 学 の研 究 を 志

した 」。(佐 々木 吉 郎 著,上 掲 書,114頁 。)

(11)AdolfHarnack,GeschichtederKb'ntglichenPreuβischenAhαdemie4erレVissen-

schaften.Bd.1,Leipzig1900,S.153.

(12)ド レス デ ンは アル ベ ル ト系 ヴ ェ ッテ ィナ ー 家 に 属 し,17世 紀 に 同家 が ザ クセ ン

選 挙 侯 の地 位 を 得 た た め,そ の首 府 とな った 。 つ い で18世 紀 に 入 って,名 君 ア ウ

グス トー 世 お よび ア ウ グ ス トニ 世(フ リー ド リ ヒ ・ア ウグ ス ト,在 位1694-1733

年,ポ ー ラ ン ド王 を兼 ね る)が 各 種 の 文 化 施 設 を 設 け,ド イ ツ有 数 の都 市 とな っ

た 。

(13)マ ルペ ル ガ ー の伝 記 に つ い て は,《Leip2igerSammlungen》 ・Bd・2・,S・422乱

(G・HZinke執 筆)お よび マ ル ペ ル ガ ー の著 作 《SchlesischerKauffmann》 の

「読 者 に た いす る序 文 」 に詳 しい と謂 われ る。

(14W.Roscher,a,a.0.,S.301.

⑮E.Weber,a.a.0.,S.38.

㈲CarlGUnterLudovici,(;rundrisseinest'ollstdndigenKauffmanns=Sツstems.

Omnitypiedruckder2.Auflagevon1768.MiteinerEinleitungvonRudolf

Seyffert,Stuttgar七1923,S.III.

(1TW.Roscher,a.a.O.,S.569,

㈹JosefHellauer,SystemderWelthandelslehre.Bd.1,1,3.Auflage,1920,

S.16.

(19)J.L6ffelholz,a.a.o.,s・232・

⑳E・Weber,a・a・O・,S・37・Anmerkung3,undS・3&
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⑳J.L6ffelholz,a.a.o.,s.335,s.271.

⑳E.Weber,a.a.0.,S.38f.

㈱ 参 照,増 地 庸 治 郎 著,上 掲 書,32頁 。;佐 々 木 吉 郎 著,上 掲 書,116頁 。

3.P・ ⊥ マルペルガーの 「商業アカデ ミー」設置の構想 と商業教育運動の開始

以上,わ れ わ れ は,P・J・ マル ペ ル ガ ーの商 業学 研究 の 分 野 に お け る 「ド

イ ツ最 初 の商 業学 者 」 と して の活 動 や 業績 に つ いて概 観 して きた。 しか し,

彼 の こ うした研 究 上 の活 動 や業 績 に劣 らぬ,い や,む しろ彼 の よ り重 要 な足

跡 は,史 上 初 め て商 人 養成 の た め の専 門 的 な学 校教 育 機 関 と して 「商 業 アカ

デ ミー」(Kauffmanns・=Academie)の 設 置 を提 議 し,そ の 具体 的構 想 を提

の

示 した こ とで あ ろ う。 これ は単 に ドイ ツのみ な らず,ま た世 界 の商 業 教 育 史

上 に ま さ し く画 期 的 な意 義 を もつ 出 来事 で あ った。 わ れ わ れ は こ こに こそ,

商 業 の擁 護 者 に して 「ドイ ツ最初 の'商業 学 者 」 た る彼 の 見 識 の 深 さ とそ の真

面 目を見 出す の で あ る。

マ ル ペ ル ガ ーは,商 業 につ い て経 験 を積 み,ま た学 問 的 研究 を 重 ねれ ば重

ね るほ ど,国 民 経 済 に お い て 占め る商 業 の役 割 と意 義 が いか に 大 きい か を ま

す ます 深 く認 識 す る よ うに な った 。 そ してそ れ と と もに,ド イ ッの 繁栄 の た

め に 是 非 と も商 業 を 振 興 させ るべ き必 要 性 を痛 感 し始 め た 彼 は,そ こで,商

業 が 一・般 に不振 の状 態 に あ り,し か も既述 の よ うに 「商 業 蔑 視 」 の風 潮 が 朝

野 に 支 配 的 で あ った ドイ ツの現 状 の も とで は,と りわ け,有 為 な商 人 の育 成

こそ が商 業 を振 興 させ るた め の もっ と も重 要 な前 提 で あ る と考 え るに い た っ

た。 そ の際,彼 は慧 眼 に も,資 本 主 義 的 生 産 様式 の発 展 な らび に現 今 の い わ

ゆ る商業 革 命(commercialrevolution)の 進 展下 に あ っては,商 業 組織 が

大 き く変 化 し,商 業 活 動 の規 模 が い よい よ拡 大 し複 雑 ・多 様 化 しつ つ あ るた

め,も は や従 来 の よ うな書 き方==計 算学 校(Schreib=・undRechnenschule)

に よる単 な る3R's程 度 の基 礎 教 育 や 徒 弟 修 業 に よ る限 られ た 経験 を もって

して は,刻 々変 化 しつ つ あ る新 しい状 況 に対 処で き る有 為 な商 人 は と うて い
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育成 され得 ない ことをいち早 く看取 した。そ こか らして,今 後の商 人は,専

門的な学校機関 におい て,商 業 々務 の全般 に関す る学 術的理論に基 づ く職業
● ● ● ■ ●

陶 冶(Berufsbildung)に よっ て これ を 養成 す る以外 に な い,と の所 信 を彼 は

固め るに い た った ので あ る。

vル ペ ル ガ ー は す で に1715年 ,ポ ー ラ ン ド王 国 一ザ クセ ソ選 帝侯 国枢 密

顧 問官 兼 商 業 顧 問 官 の 資 格 で か か る所 信 を 表 明 し,そ の具 体 的 計 画 と して
く　　

「商 業 ア カ デ ミ ー 」 の 設 置 を 提 案 し た 。 そ し て,さ ら に1723年,《Trifolium

MercantileAureum,04erI)reyfachesGde'ldenesKlee・=Blαt4erωe7thenKauffman-

nschafft,bestehend:ErstensIndesAutorisseinenwohlgemecvntenVorschlagvon

einerneuzuerbffnendenKauffmanns・ ・Academie.ZωeitensEinemvollsta'ndigen

Collegio励 〃die}碗'ssenschafft4erCommercien,undDrittensEine・rlehrreichen

mechanischenWerch・=Schul.DressdenundLeipzig1723》 な る 著 書 を 著 わ し

て,彼 は そ の 「新 た に 開 設 さ れ る べ き 商 業 ア カ デ ミ ー 」 の 構 想 の 全 貌 を 明 ら

　

か に した の で あ る。

マ ル ペ ル ガ ーは この 書 に お い て,商 人 養 成 を 行 な うべ き学 校 教 育 機 関 と し

て の 「商 業 ア カ デ ミー 」 を 論 ず る に 先 立 っ て,ま ず そ の 序 論 と して 現 在 の 教

育 制 度 そ の もの の 全 般 的 改 革 の 必 要 を 主 張 した 。 彼 は,J・J・ ベ ッ ヒ ャ ー

(JohannJoachimBecher,1635-82),E・ ヴ ァイ ゲ ル(Ehrhardweigel,

くの

1625-99)な どとまった く同様,と りわけ全教 育制度 を,ま た経済生活 のた

めに も役立つ よ う改革すべ きことを要求す る。それ とい うの も,マ ルペル ガ

ーは,国 民経済 の 目標 は国土住民 の福祉 と厚 生にあ りとし,こ の 目標達成 の

手段 を 「経済 を 指 向 した教育 と 陶冶」 に見出 していたか らであ る。す なわ

ち,彼 は,当 時の支配 的な教会 的学校観 とはお よそ対蹴的 に,青 少年 を魂の

浄福 と来世生活のためにで はな く,現 世 におけ る福祉 と厚生,な か んず く経

済活動の ために何 よ りもまず教育 し,か れ らを してそ の将来 の実際生活にお

け る各 自の任務にたい して準備せ しめ ることに学校 の本来 の使 命を認めたの
■ ● ●

で あ る。 した が って,彼 は か か る立場 か ら,全 教 育制 度 の なか で も,も っば
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ウ ン タ ド リヒ ト

ら非 実 際 的 な ラ テ ン語 文 法 の 教 授 に のみ 終始 して い る,い わ ゆ る トリヴ ィ
での

ア ール ・シ ュ ー レ(Trivialschule)の 改 革 が と りわ け 必 要 で あ る と 主 張 す
● ●o●

る。

だ が,こ うした経 済 的見 地 か らす る教 育制 度 の 全般 的 改革 と関連 して,現

行 の学 校 監 督制 度(Schulaufsicht)は きわ め て不 適 当 で あ る よ うに彼 には 思

わ れ た 。 い うまで もな く,当 時,教 育制 度 の監 督 と指 導 は未 だ教 会 の掌 中 に

完 全 に握 られ て い た。 教 会 は依 然 と して教 育制 度 の 内 外 の組 織 と内容 の い っ
　

さい を 〈ecCleSiaStiCa>(教 会 的事 項)と して専 管 し独 占 してい た の で あ る。

した が って,そ うした教 会 の教 育 支 配 が続 くか ぎ り,学 校 に お い て青 少年 を

実際 生活 と経 済 活 動 との ため に教 育 す る こ とは,と うて い望 み 得 べ くもなか

った 。そ れ ゆ え に,マ ル ペ ル ガ ーは,教 育制 度 に た いす る監 督 ・指 導 権 を教

会 の手 か ら剥 奪 し,国 土 の経 済状 態 や 経 済 生活 の諸 要 求 を正 し く判 断 し得 る

人物 に 国 家 が これ を委 ね る こ とを強 く要 望 した の で あ る。 彼 はか よ うに,学

校 に お け る経 済 の た め の教 育 を 可能 な ら しめ るた め,教 育 制 度 を 「国 家 化 」

し,教 育制 度 にた いす る監 督 ・指 導 権 を経 済 人 に委 託 す る よ う主 張 した の で

あ るが,た だそ の際,こ の経 済 人 に 官 吏 の 性 格 を もたせ るべ きで あ る と し

た 。 当 時 多 くの 重商 主 義 者 た ち に よ って,国 家 経済 の指 導 の た め に特 別 の 中

央行 政 官 庁 の設 置 が要 求 され て いた こ とは 周知 の通 りで あ る。 マル ペ ル ガ ー
くり

も また,謂 わ ば商 務 省(Handelsministerium)と も見 倣 され るべ き,広 範 囲

の 権 限 を もった 「中央 商 業会 議所 」(Commerz-Collegium)の 創 設 し,そ し

て,教 育制 度 に た いす る監 督 と指 導 の権 限 を この商 業 会 議所 に賦 与 す るか,

あ るい は 少 な くと も,こ の商 業 会 議 所 の メ ンバ ーを して教 育制 度 にた いす る

監 督 と指 導 に 当 らせ る よ う提 案 す る。 そ うす れ ぽ,ト リヴ ィア ール ・シ ュ ー

レは,現 在 の形 態 を 根 本 的 に 変 革 す る ことな く,単 に宗 教教 授 を制 限 す る

だ け で,青 少年 を実 現 生活 と経 済 活 動 との た め に教 育 す る ことが可能 とな る

で あ ろ う。 た だ し,マ ル ペ ル ガ ー は,ト リヴ ィア ール ・シ ュー レ に お い て

は,経 済 的事 物 に 関す る教 授 は ただ 付 随 的 に の み行 なわれ るべ きで あ って,
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む しろ トリヴ ィア ール ・シ ュ ー レは青 少 年 に た い して生 活 に必 要 な読 み 書 き

計 算 の基 本 的 な能 力 を徹 底 的 に 陶 冶 す る ことに よ って,も っ と も善 くそ の 経

済 的 任 務 を達 成 す る こ とが で き る,と い う見解 を と った。

周 知 の よ うに,「 教 育制 度 の 国 家 化 」(VerstaatlichungdesBildungswe-

sens)は 教 育 の 「近 代 化 」 へ の1つ の重 要 な動 向 と 目され て い るが,教 育 お

よび教 育 制 度 を 警 察 的 内務 行 政 の一 手 段 視 す る傾 向 の強 か った ドイ ツ,な か

んず くプ ロイ セ ンで は,「 教 育 制 度 の 国家 化 」は,18世 紀 の後 半 以降,全 教 育

制 度 を司 法省(Justizministerium),次 いで 内 務 省(MinisteriumdesInnen)
(8)

に管 掌 させ る方 向 で 推進 され た。それ とは対 照的に,マ ルペルガ ー が 今 こ

こで 早 くも 全教育制度 を 謂 わぽ商務省 の 管 轄下 に 置 くことに よって 「国
● ● ●

家 化」 す る よ う提 言 した こ とは,ま こ とに注 目 に 値 い す る。 また この点 に

も,商 業 の擁 護 者 に して ドイ ツ最初 の商 業学 者 た る彼 の 片 鱗 が 現 わ れ て い

る。

次 いで マル ペ ル ガ ーは,い よい よそ の本 論 と もい うべ き,商 人 のた め の専

門 的 な学 校 制 度 と しての 「商 業 ア カデ ミー」 の構 想 を,異 常 な熱 意 を もっ て

展 開 した。彼 に よれ ば,「 商 業 ア ヵ デ ミー」(Kauffmanns・ ・Academie)は,

従 来 そ の類 例 を み な い独 自の学 校 類 型 を なす べ きで あ る。 そ れ は 一 方 で は,

在 来 の書 き方 一計 算学 校 以 上 の もので なけ れ ば な らな い と 同時 に,ま た他

方 で は 手 工 業学 校(Werck・-Schul)か らも厳 格 に 区別 され るべ きで あ る。

彼 はそ の理 由を 次 の よ うに説 明す る。 す な わ ち,,,Esis七mitdembloβen

Rechnen,SchreibenundBuchhaltenbeyderKauffmannschafftallein

nichtausgemacht,sonderndieseedleProfesisonerfordertnochwas

mehreresvonihrenLiebhabern,nehmlichgewisseStUckederErfahrung

unddesVerstandes,ohnewelchenachderKauff=LeutRedens・=Ar七

derVerlustimHandelvorderHandis七.DieseessentielleStUckeund

requisitanunseyndwirebenderMeinung,daβsieinunsererneu

er6ffnetenKauffma皿s=Academiesollenangewiesenundtractiretwer



一70一 商 学 討 究 第17巻 第2号

(9)

den``と 。

さ らに マ ル ペ ル ガ ー は,教 科 編 成,学 則 お よ び 教 授 要 目 に つ い て そ の 計 画

を 述 べ,そ して 修 業 年 限 は2力 年 な い し3力 年 が 妥 当 で あ る と考 え た 。

教 育 課 程 に 関 して は,彼 は 簿 記(Buchhaltung)に も っ と も重 要 な 位 置 を

与 え た 。 ア カ デ ミー 入 学 者 は,卒 業 後,商 店 や 事 務 所 な どで た だ ち に 簿 記 の

実 務 が 行 な え る まで に な っ て い な け れ ば な ら な い 。 また,計 算(Rechnen)

は も ち ろ ん の こ と,書 く こ と(Schreiben)に お い て も,少 な く と も ト リ ヴ ィ

ア ー ル ・シ ュー レ程 度 の 教 授 が 与 え られ,し か も,な か ん ず く速 く美 し く書

く訓 練 が な され るべ き で あ る。 しか し,「 商 業 ア カ デ ミー 」 で は,さ らに 進

ん で,と くに文 法,正 書 法(Orthographie),文 体 論(Stillehre)が 教 授 さ

れ る必 要 が あ ろ う。 また,こ の ア カ デ ミー に 固 有 な 教 科 と し て は,商 業 通 信

(Korrespondenz)と 商 業 実 践(Kontorarbeiten)の ほ か に,な お 商 業 経 営 学

(Handelsbetriebslehre),商 業 史(Handelsgeschichte),地 理(Geographie),

(10)

「ア ピー-SS読 」(LesenvonAvisen),商 品学(Warenkunde),力 学(Mecha-

nik),幾 何 学(Geometrie)お よび倫 理 学(Sittenlehre)な どが 開設 され な け

れ ば な らな い。 語 学 に関 しては,彼 は ラ テ ン語 以外 に,イ タ リア語 お よび フ

ラ ンス語 の 両 近代 語 の履 習 を要 求 した 。 これ は恐 ら く,イ タ リア と フラ ンス

が 当 時 の ヨー ロ ッパ に お い て商 業 な らび にそ の学 問 的 研 究 の先 進 地域 で あ っ

た ことを考 慮 した た め と思 わ れ る。

マル ペ ル ガ ー が 「商 業 ア カ デ ミー」 の教 育 目標 と した と ころ の ものは,商

人 の 「専 門 的 職 業 人 と して の知 識 お よび 技 能 」 の 陶 冶 で あ った。 そ れ ゆ え

に,彼 は商 人 た らん とす る者 が 「将 来 そ の職務 を十 分 遂 行 す る こ との で き る

よ う」上 述 の近代 的諸 学 科 を教 育 課 程 に 採用 し,将 来 の商 人 に そ の 職務 の全

般 に わた って学 術 的 な理 論 的 陶 冶 を施 そ うと した ので あ る。彼 が こ こで提 示

した 教 育 課 程 は,わ れ おれ が や が て 考 察 す るで あ ろ うと ころ の,の ち ほ ど

J・G・ ビ ュ ッシ ュ(JohannGeorgBtisch,1728-1800)に よ って1768年 に創

設 され た,「 世 界 最 初 の本 格 的 な商 業 学校 」 と 称 され る ハ ンブル ク商 業学 校
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のそ れ に比 して,い さ さか も遜 色 が ない。 いや,そ れ ば か りで な く,む しろ

1898年 以降 に成 立 を 見 た商 科 大 学(Handelshochschule)の それ に さえ なぞ

らえ られ得 るの で あ る。 した が って,こ の 点 で 次代 を先 取 した彼 の 見 識 は高

く評 価 され るべ きで あ ろ う。

もち ろん,マ ル ペル ガ ー とい え ど も,商 業 に従 事 す る者 に とって所 謂 「商

才 」や 「勘 」(VorSchmack)の 重要 な こ とは 決 して 否 定 しな か った 。 しか

し,こ うした 「商 才 」や 「勘 」 は,専 門 的 な学 校 教 育 機 関 に お い て商 業 の全

般 にわ た っ て学 術 的 な理 論 的 陶 冶 を与 え られ た な らぽ,い っそ う容 易 に且 つ

合 理 的 に そ の効 力 を発 揮 す る こ とが で き るで あ ろ う。 これ に ひ きか え,従 来

の商 家 や商 店 な どに おけ る徒 弟 修 業 で は,お うお う親 方(Lehrmeister)が 徒

弟 を 教育 す るた め の時 間や 「忍 耐心 」 を もち あわ せ て い な い ば か りで な く,

また 「修業期 間中のかか る徒弟の教育 に まさし く必要に して不可 欠な正 しい
く　り

教 育 方 法(Methode)を 体 得 して い な い」 ので,徒 弟 の 「商 才 」や 「勘 」 を 引

き出 し助 長 し得 な い場 合 が多 い。 一 マル ペル ガ ーは この よ うに批判 す る。

い うまで もな く,こ の 「商 業 アカ デ ミー」 は,商 人 の養成 ・教 育 を行 な う

の がそ の主 任務 で あ る。 しか し,マ ル ペ ル ガ ーは この ア カ デ ミーの 上 に さ ら

に 上構 コー ス(Ausbau)を 設 け て,そ こで商 務 官 の養成 を 行 な うこ とを も企

図 した。 彼 の この企 図 はわ れ わ れ に奇 異 の意 を抱 か せ な いで もない が,し か

しそ れ は カ メ ラ リス ム ス 支配 下 の18世 紀 ドイ ッ とい う事 情 を考 慮 に入 れ て

理 解 され るべ きで あ ろ う。 「商 業 蔑視 」 の風 潮 が 朝 野 に圧 倒 的 な 当時 の ドイ
ロ　ラ

ツ に あ っ て,A・ ガ ンス も指 摘 し て い る よ うに,国 民 経 済 に お い て 商 業 の 果

た す 役 割 や 意 義 に つ い て十 分 な 認 識 を も ち,商 業 の 理 論 な らび に 実 際 に 通 暁

した 官 僚 を 養 成 す る こ とが,ま た ドイ ツ に 商 業 を 振 興 させ るた め の 最 善 の 手

段 の1つ で あ り,急 務 で あ る こ と を,マ ル ペ ル ガ ー は 深 く確 信 し て い た の で

あ る。

マ ル ペ ル ガ ー は,上 述 の よ うな 「商 業 ア カ デ ミー 」 の ほ か に,〈Merkan-

tilistischesInforma七ions・ ・Collegium>に つ い て も語 っ て い る。 これ は す で
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に 実 際 に 商 業 々 務 に た ず さ わ っ て い る 商 人 の た め に 設 け られ る 一 種 の 補 習

教 育 講 座(Fortbildungskursus)で あ っ て,彼 は 前 述 の 「中 央 商 業 会 議 所 」

の 評 議 官 を こ の 講 座 の 講 師 に 充 て る こ と を 予 定 した 。 そ うす る こ と に よ っ

て,実 際 の 商 業 と 商 業 行 政 と 「商 業 ア カ デ ミr」 と の 三 者 が 有 機 的 な 連 繋 を

保 つ こ と が で き る と 彼 は 考 え た 。 こ の くMerkantilistischesInformations-

Collegium>に つ い て,マ ル ペ ル ガ ー は 次 の よ うに 述 べ て い る 。 。Weilich

allbereitdiesesCollegiuminunterschiedlichenReichs=Residenz・=und

HandelsstadtenmitgutemSuccesgehalten,alsowirdnichtsmehr

nothigseynalsdiedabeigebrauchteMethodezurNachahmungkund

(13)
zumachen"と 。 彼 の この記述 か らす れ ば,す で に 当時,か か る商 人 の た め

の補 習 教 育 講座 が 各 地 に 開設 され てい た こ とが推 定 され る。 しか し,彼 は こ

の くMerkantilistischesInformations-Collegium)に 関 し て,こ れ 敷 上 何 も

述 べ て い な い 。

ま た しぽ しば 指 摘 され て い る よ うに,マ ル ペ ル ガ ー は 商 業 教 育 な らび に 商

業 学 研 究 の 振 興 の た め に 大 学(Universi七tit)を もそ の 関 連 の 中 に 引 き入 れ,

大 学 に た い して 独 立 の 「商 業 学 講 座 」(einenvollstandigenCollegioUber
● ● ●

ロ　　

dieWissenschaftderCommercie)の 開 設 を 要 求 した 。 この 要 求 は,1727年

プ ロ イ セ ン国 王 フ リー ド リ ヒ ・ヴ ィル ヘ ル ムー 世 に よ る ハ,.レ 大 学 へ の 経

済,警 察 お よ び 官 房 学 講 座 の 開 設 に 先 立 つ こ と4年 で あ っ た 。

以 上 が,そ の 《TerifoliumM碗 傭 漉Aureum》 の な か で 述 べ られ た,「 商 業

ア カ デ ミー 」 を 中 心 とす る,マ ル ペ ル ガ ー の 商 業 教 育 制 度 の 構 想 の 大 要 で あ

る。 この ほ か に,彼 は 同 じ この 書 に お い て,「 手 工 業 学 校 」(Werck・ ・Schul)

に つ い て 論 述 して い る が,こ こで は た だ 次 の こ とを 指 摘 す る だ け に と ど

レア 　 ノレシユ 　 レ

め た い 。 す な わ ち,「 ドイ ツ 最 初 の 実 科 学 校 創 設 者 」 ゼ ム ラ ー(Christoph

く　の

Semler,1669-1740)で さ え も 手 工 業 学 校 は 単 ク ラ ス で 行 な い 得 る と考 え た
● ●o●

が,マ ル ペ ル ガ ー は これ を さ らに9つ の専 門 学 級,す な わ ち1.画 家 ・彫 刻

家 お よ び 銅 版 彫 刻 師,2.船 舶 ・造 船 工,3.木 細 工 師,4.銅 ・真 鍮 工 師,
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5.金 ・銀 細 工 師,6.絹 織 物 匠,毛 織 物 匠,亜 麻 織 物 匠 お よ び ビ ロ ー ド師,

7.鞍 皮 師,8.機 械 ・水 車 業 者,9.化 学 者 の 各 ク ラ ス に 細 分 した と い う こ

と で あ る 。

な お,こ の マ ル ペ ル ガ ー と ほ ぼ 同 じ 頃,上 述 した ドイ ツ ・カ メ ラ リ ス トの

J・B・vonロ ー ル が1718年 の 著 作 《EinleitungenrStaats=Klugheit.Oder'

v・rstelluvagUtechristlichevaundωeiseRegentenenrBefoentemngihrereigenenund

ihresLandesGluechseelichheitihreUnterthαnenzubeherrschenPflegen.Leipzig

1718》 の な か で,ま たT・L・ ラ ウ が1719年 にi著 わ し た そ の 書 《Aufrichtiger

V・rschlagv・ngluechlicher,V・rhteilhaftigezbestaendige7Einn'chtungderlntrnden

undEinkuenfften'aerSouverainenundihreTUnterthαnen;inωelchezvon

I)olieeγ==undCammer==NegocienundSteuer=sachengehandeltωint.4Tle.,

FrankfurtamMainl719》 に お い て,そ れ ぞ れ 商 業 教 育 の 振 興 を 説 い て い

(16)

る 。 しか し,そ れ らは い ず れ も,R・ バ ー ケ も指 摘 して い る よ うに,そ の 提 案

に お い て 何 ら具 体 的 な計 画 を 提 示 して い な い 。 例 え ぽ,ロ ール は きわ め て 抽

象 的 に 次 の よ うに 述 べ て い る だ け で あ る。 。EssindderGalantismusund コロ
PedantismuszweyLaster,welchenachdemUnterschiedderOrterund

LeutendenSchuleninsgemeinanhangen_dieSchu1=Monarchen

fUhrenihreUntergebenenzukeinenreellenDingen,sondernzulauter

(17)

Wortenan."〔UmdemabzuhelfenundauchderPraxisdesLebens

durchSchulenzudienen,〕,,solltebilligvonderhohenLandesobrigkeit

anbefohlenwerden,daβindellgroβenStadteneindermercatorischen

SachenerfahrenerMannjungeLeuteinallerhandDingen,welchezum

Commercien-WesenundHandelundWandelgeh6ren,unterrichtet."

〔DieserMannsolldannweiter〕 。diemeistenWaaren,dieindemLande

fabriciretoderdochverkauffetw〔irden,innaturaundnacheinigen

Probenzeigen_ihnendarbeydenOrtsagen,wosolcheWaarenund

Materialienwtichsenundherkamen,dieZeitunddenPreiβihresEin==
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undVerkauffsundwieesausderersten,andernunddrittenHand

ズ　ラ

verkaufftWiirde,wiedenPreiβdavondifferentware・ …"同 様 の こ

(19)

と は,無 名 の 一 ドイ ツ 人 に よ っ て1733年 に フ ラ ソ ス 語 で 著 わ さ れ た 著 作

《Traf'tgdelariche5sedesPrincesetdeleursEtats:etdesm・yenssimPleset

uaturels∫)(mrγf)aPtvenirParM.C.C.4.P.d.B.Alleman4.Paris,1733》 に

つ い て も い い 得 る で あ ろ う。 し か し,そ の 提 言 は ロ ー ル や ラ ウ の 場 合 に 比 べ

れ ぽ や や 具 体 的 で あ る 。 す な わ ち,こ こ で は,商 業 教 育 制 度 の 創 設 に つ い

て,"Ilfautqueleprincelesengarantisseen6tablissantdesEcoles

pourapPrendretouslesmystさresducommerceinterieuretetranger-.

Pouravoirtoujoursd'habilesmarchands,ilfautavoirdesp6piniさres

pouren61ever・"と 述 べ た の ち,こ の 新 しい 教 育 制 度 を 次 の よ う に 高 く評　　の
価 し て い る 。 。Cependantentrouveroitpeutetreridicule,sijedisoisqu'il

vaudroitmieuxpourl'Etat,qu'ileatachaqueplacedeProfesseurde

po6sieunProfesseurdecommerce・'(と 。

し た が っ て,マ ル ペ ル ガ ー の 「商 業 ア カ デ ミ ー 」 設 置 の 提 案 と そ の 構 想

く　り

は,Br・ ツ ィー ガ ー とBペ ン ドル フ とが 正 当 に評 価 して い る よ うに,た ん

に ドイ ツ の み な らず,広 く ヨ ー ロ ッパ に お け る 商 業 教 育 運 動 の 出 発 点 と見 倣

され るべ き で あ ろ う。 事 実,ル ドヴ ィ ッチ(CarlGUntherLudovici,1707-

1778)は,そ の 著 名 な 著 作 《GrundWisseinesvollsta'ndigenKauffmanns-

Sツstem・2・Auflage,Leipzig1768》 の 序 論 第8節 に お い て,マ ル ペ ル ガ ー

の提 案 以前 の 商 人 の た め の 書 き 方 一計 算 学 校 を 単 に くSchulen>と 呼 び,

以 後 の 商 業 教 育 制 度 を 〈Kauffmannsakademie>と 称 す る こ と に よ っ て 両 者
● ●

を戴然 と区別 し,マ ルペルガーを新 しい商業教育制度の理 念的創始者 と見倣
く　　ラ

して い る。 もち ろん,マ ルペ ル ガ ーの 商業 教 育 制 度 の設 置 に 関 す る提 案 とそ

の偉 大 な 構 想 は,残 念 な が ら彼 の存 命 中 に は実 現 を見 るに い た らなか った 。

とは い え,彼 に よ って とも され た峰 火は,そ の死 後,畷 野 を燃 え頻 る燦 火 と

化 した の で あ る。1759年 リス ボ ン(ポ ル トガル)に 商 業 学 校 が 創 設 され た
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の を 嗜 矢 と して,1767年 パ リ(フ ラ ソス),1778年 モ ス ク ワ(ロ シ ア),1779

年 ゲ ー ル(ハ ソガ リー),1785年 工 一 リ ンゲ ソ(ス エ ー デ ン),1788年 ツ ー

ル ー ズ(フ ラ ン ス),1789年 マ ン チ ェス タ ー(イ ギ リス)な ど陸 続 と設 立 さ

(23)

れ て行 く。 また ドイ ツでは1764年 に創設 されたハナ ウのそれ を始め として,

18世 紀の後半だけで も 約20校 以上の商業学校 が設置 され,商 業教育制度 の

本格 的成立 をみ るにいた ったが,こ の ことにつ いては次稿 以下 において考察

を試 み る予定であ る。 しか しなが ら,マ ルペルガ ーの商業教育制度設置の提

唱 とそ の構想 は,単 に こ うした商業教育運動 の導火線 となったばか りではな
(24)

い。 そ してそ れ が また,い み じ くもE.ウ ェーバ ーが指 摘 して い る よ うに,

18世 紀 にお け る商業 学 の 広汎 な発 展,な か ん ず く 経 営 経 済学 の創 成 に も直

接 貢 献 した こ と も,決 して看過 され て は な らない で あ ろ う。

〔未 完 〕

注

(1)商 業 教 育 史 上 に お け る マ ル ペ ル ガ ー の 業 績 な ら び に 意 義 に つ い て は,と くに 次

の 文 献 に 詳 し い 。

BrunoZieger,E伽sdchsischerMerkantilist鋤 θ7Han4elsschulenun4han4els一

ωissenschaftlichenAbteiluva8enanUniversitdt.Leipzig1889.

derselbe,1)erHandelsschul8e4anheinKursachsen伽acntzehnten∫ahrhundert・

In:Li七teraturUberdasgesam七ekaufmannischeUnterrichtswesensowie

Uberdieseit1895erschienenLehrbUcherundLehrmittelftirkaufmanni-

scheUn七errichtsanstalten.herg.vonBZieger,Bd.14.1900.

(2)RulfBerke,U乃erblich励 θグ4ieGeschichteder為aufmdnni5chenSchulen・In:

HandbuchfUrdasBerufsschu】wesen.hersg.vonF.Bltittner,L.Kien,O.

Monsheimer,S.Thyssen・Heidelberg1960・S・140・ こ の 点 に 関 し て,A・ ガ ン

ス は,マ ル ペ ル ガ ー が 商 業 教 育 制 度 と し て 「商 業 ア カ デ ミー 」 の 設 置 を 最 初 に

提 案 し た の は,1715年 に 著 わ し た 《WohlunterωeisenerKauffmanns=ノ 伽8β

undGetreuevundGeliebterHanaelsdiener・Mrnberg1715》 な る 著 作 に お い て

で あ っ た と 見 て い る(AugustGans,Dasb'konomischeMotivinae7Preuβischen

Pdda80gihdesaahtgehntθn∫ahrhunderts.Halle1930,S.47,Anmerkung1)。

こ れ に た い し て,E・ ウ ェ ー バ ー の 記 述 す る と こ ろ で は,そ れ は1714年 の 書 《So
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nb'thigalSnab'tglicheFragen励 θ7d'ieKauffmannschafft>>に お い て で あ る と さ

れ て い る 。(E・Weber,a.a.O・,S.42)

(3)CarlGUntherLudovici,Grundrisseinesvo〃stδnai8enKauffman・ns=Sγstems・

Omnitypiedruckder2.Auflagevon1768。Stuttgart1932.S.24。:A。Gans,

a.a.0.,S.45ff.:R.Berke ,a.a.0..S.140.u.a.

(4)例 えば,E・ ヴァ イ ゲ ル は1689年 に 著 し た そ の 書 《Extrαcti・rαdicis,・der

PVurtel=ZugdessoschlechtenChristen=Staats》 の なか で ,当 時 の ドイ ツの学 校

を 次 の如 く批 判 して い る。 「手 工 業,技 芸,商 業,あ る いは 家 政 を 学 ぶ べ きは ず

の 少年 た ち が 学 校 か ら何 等 実 際 的 な 知 識 を 得 て こな い で,か え って使 い ふ る され

た 文 法 ば か りを 得 て い る とい う こ とは,学 校 の有 害 な 欠 陥 で あ る。 そ れ ゆ え に,

ドイ ツは また,未 熟 な 手工 業 者 が 非 常 に 多 く,真 の 技 芸 家 が き わ め て 少 な い よ う

に な る。 青 少年 に そ の 母 国 語 で 実 際 的 知 識 を 授 け て い る外 国 で は技 芸 が 繁 栄 し,

手 工 業,マ ニ ュフ ァ クチ ュア,そ の 他 の 商 業 が 遙 か に よい 状 態 に あ る。 実 に ドイ

ツを 貧 困 に し.外 国 を富 裕 な ら しめ て い る原 因 は こ こに存 す る」 と。 参 照,Fritz

B】attner,VomUrsprung4errealistischenSchulen.In:DieErziehung.11.

Jahrgang/Heft3・Leipzig1935・s・130£

(5)い わ ゆ る ト リヴ ィア ー ル ・シ ュ'一 レ(Trivialschu】e)と 呼 ば れ てい る もの に は,

歴 史 的 に2つ の 形 態 が あ る。そ の1つ は,18世 紀 後 半 か ら19世 紀 の 中 葉 まで 南 ド

イ ツに お い て 単 級 の下 級 学 校 な い し民 衆 学 校 を トリヴ ィ アー ル ・シ ュー レ と 称 し
　 　

た 。 た と え ぽ,フ リ ー ド リ ヒ 大 王 が1765年 に 制 定 し た 「カ ト リ ッ ク 地 方 学 事 通

則 」 や マ リ ア ・テ レ ジ ア が1774年 に 公 布 し た 「オ ー ス ト リ ア ー 般 学 校 規 程 」 が そ

う で あ る 。 し か し,こ の 呼 称 は19世 紀 の 中 葉 頃 か ら 漸 次 用 い ら れ な くな り,「 フ

ォ ル ク ス シ ュ ー レ 」 あ る い は 「エ レ メ ン タ ー ル ・ シ ュ ー レ 」 が こ れ に 代 わ る よ う

に な っ た 。 他 の1つ は,ラ テ ン 語 学 校 の 第1学 年 か ら 第3学 年 ま で,つ ま り文 法,

弁 証 法,修 辞 学 の3学(Trivium)を 学 ぶ 「基 礎 教 育 」 課 程 を 謂 い,こ こ で は こ

の 後 者 を 指 し て い る 。 中 世 以 来,ド イ ツ の 富 裕 な 商 人 は こ の ト リ ヴ ィ ア ー ル ・ シ

ュ ー一レ で 教 育 を 受 け て い た 。 例 え ば リ ュ ー ベ ッ ク の 商 人H・ プ ロ ッ ケ ス は そ の

手 記 の 中 で,こ の 点 に つ い て 次 の よ う に 述 べ て い る 。,,Ichbiners七lichindie

teutscheSchulegangenaufdemKirchhofeobenderFischstraβenzueinem

Meisterderlahmwar,alsodaβeraufKrttckenging.Sohaldichinsachte

Jahrkam,hieltmirmeinvatereinenPadagogenundsetztemichnebst

meinemBruderCordtindielateinischeSchule,a1]woichsobaltinquintam

classemkam.InmeinerJugendhatteichnichtdasschlimmste,auch

nichtdasbesteingenium,dennVielemeinerMitgeseUenvoneinemA】ter

thatenesmiretwaszuvor、..aberichkamauchal]gemachhernacher.
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Aol583kamichinprimamclassem,a]1wowirgu七eExercitiahat七enund

warichstarkvomRectorPancratiusangehalten.Dieswarmiretwas

schadlichundverhinderlichinmeinenStudiis,daβwirnichtbes七tindige

Padagogenhatten,indemderVatersichoftdamitverneuerte,alsodaβ

ichnichtinEiperUbungundExercittisblieb....``(HeinzKelbert,Die

Berufsbildun.aderdeutschenKaufleuteimMittelalter.Berlin1956,S.23.の

引 用 文 に 拠 る 。)17世 紀 お よ び18世 紀 の,ド イ ツ で は,当 時 撞 頭 し つ つ あ っ た ブ

ル ジ ョ ア ジ ー に よ っ て,ト リ ヴ ィ ア ー ル ・ シ ュ ー レ な い し ラ テ ン 語 学 校 は,そ の

教 育 の 非 実 際 性 を 痛 烈 に 批 判 さ れ,実 科 学 校(Realschule)や 市 民 学 校'(Btirger-

schule)へ の 改 造 案 が 数 多 く提 起 さ れ た 。 参 照,拙 稿 「資 本 制 生 産 と 国 民 教 育 」 皿

(小 樽 商 科 大 学 「商 学 対 究 」 第12巻 第3号,1961年11月)59頁 以 下 。 な お,こ

の 間 題 に 関 し て は 特 に 次 の 文 献 に 詳 し い 。

AlfredHeubaum,GeschichtedesDeutschenBilaungsωesensseit4ieMittedes

siebgehntenJahrhunaerts.Ers七erBand.Berlin1905・ と く に82頁 以 下 。

Heinrich・ ・WilhelmBrandau,Diemit〃ereBildun8inDeutschland。Historisch=:

systematischeUntersuchun8eini8erihrerProbleme.Weinheima.d.undBerlin

1959.

HelmutK6nig,ZurGeschichtederj>廊tionalerzuhun8in1)euZschlandimletgten

Dritteldes18.∫ αhrhunderts.MonumentaPaedagogica,Bd.1.Berlin1960.

Fri七zBlat七ner,Dαs(1γmnasium.Heiderberg1960.と く に51頁 以 下 。

(6)こ の 点 に 関 し て は,WilhehmKahl,ZurGesGhichteder5chulaufsicht・Leipzig

1913・ に 詳 し い 。 ま た ご く 最 近,EnnoFooken,1)iegeistlicheSchulaufsichtund

ihreKritiherim18.lahrhunde7t.Wiesbaden=Do七zheim1966,と い う 注 目 す

べ き 研 究 書 が 公 刊 さ れ た 。

(7)因 み に,官 僚 制 国 家 フ.ロ イ セ ン で,商 業 の た め の 特 別 省 が 設 置 さ れ た の は,1741

年 の こ と で あ っ た 。 参 照,上 山 安 敏 著 「 ドイ ツ官 僚 制 成 立 論 』,昭 和36年,有 斐 閣

刊,205頁 。

(8)EduardSpranger,DerZusαmmenhαn8vonPolitikun4Pd4α80gihin4er

Neugeit.In:DieDeutscheschule.xvIII.Jahrgang,LeipzigundBerlin

1914.S・363-366・ な お,内 務 省 か ら 独 立 し て 文 部 省(Ministeriumdergeistlichen,

Un七errich七s・ ・undMedizina』Angelegenheiten)カ ミ新 た に 設 置 さ れ た の は ,

1817年11月3日 で あ る 。

(9)A・Gans,a・a・0・,S・47f・ の 引 用 文 に 拠 る 。

⑩ マ ル ペ ル ガ ー は 明 ら か に,こ れ を 新 聞(Zeitung)の 講 読 の 章 味 で 述 べ て い る 。

〈11)R,Berke,a.a.0.,S,141,'
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ωA.Gans,a.a.0.,S.48.

⑯ditto,S・49・ の 引 用 文 に 拠 る 。

ω 邦 語 文 献 で こ の 点 に ふ れ て い る の は,筆 者 の 知 る か ぎ り で は,佐 々 木 吉 郎 著.

上 掲 書 だ け で あ っ て,そ の115頁 に 「マ ル ペ ル ガ ー 氏 は 大 学 に お け る 商 業 学 の 講

義 の 必 要 を 最 初 に 主 張 し た 人 と せ られ て い る 」 と 述 べ ら れ て い る 。

(IS1705年 の 提 言 《NtitelicheyorschldgevonAuffricntungeinermathematischen

Handcaerchs=SchulenbeyderStadtHalle/inωelcherAllenaenenjenigen

κ 励en/ω θ励eHandωer・ んθ71ernen5・ 〃en/8伽 ∫α〃ev・rher/β ゐθsieaufs

Handωe7chhomm6n/a%5dθ7Mathβmatic,1)θ γciγc%lunaLi%θal,aieB8ω θ一

gungs=Kuπst/undaL〃eArten4erer(}eωiohte/Maaβeunaル 翫 η捻 θ犯 ∫Una

amsdenenmθchanisoh6n砲%5∫ θη/Alle/1γtθnae7erMal6γialien/SOdi6Hand一

ωθ7cheγverarbθiten/伽natu7aノ 諺7Augθ η8θlegtundθ γhldγθt;Auchdiebeツder

StadtverfertigteMeister=Stit`ckegegeigetooeraensallesausaemAbsehen,aamit

aieWunderderAllmachtundrVeiβheitGottesdesto4estobeβererkαnntun4

gePreiset,dieStadtmitgutenKdinstlernunageschichtenAPtbeiterneげfdeEllet,und

diegemeinejugenadurchdienth't21icheVVissenschaftPraePariretωerde,bay

ihrerktinftigθnHandthierungdestobeβer(]ottundihrenNechstenzuaie・nen.

〔1705〕 》 を 参 照 。 な お,ゼ ム ラ ー の 手 工 業 学 校 論 な ら び に 彼 が1708年 に 創 設

し,1738に 再 興 し た 「数 学 ・機 械 実 科 学 校 」(MathematischeundMechanisehe

Realschule)に つ い て は 次 の 文 献 に 詳 し い 。

PaulBarth,DieGeschichtederEniehun8伽soziologischerun4geistesgeschi-・

chtlicherBeleuchtung.FUnfteundsechste,wiederumdurchgeseheneAuflage,

Leipzig1925.S.421ff.

A.Gans.a.a.0.,S.6-11.

OskarSimon,Dh'eFachbil4ung・aesPreuβischeGeωerbe=undHandelsstαnaesim

18.un419.ノ'ahrhundert.Berlil11902.S.617ff.

NikolausMaassen,QuellengurGeschichtederMittel=undRealschulpnda808ih.

1.Band,Hannoverl959.S.25-30.

⑤

④

⑳

の

α

O

"

G

R.Berke,a.a.0.,S.140.

J.B.vonRohr,aa.o、,s.371.

ditto,S.941.

Rパ ー ケ は こ の 書 を 「1753年,パ リ発 行,し か し す で に1722年2月28日 に

発 行 を 許 可 さ れ て い た 」 と 記 述 し て い る 。(R・Berke,a・a・O・,S・140・)

⑳A.Gans,a・a・O・,S.45・ の 引 用 文 に 拠 る 。

⑳BrunoZieger,DieHan4elssohulen.In:EncykloptidischesHandbuchder
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Padagogik,hersg.vonW.Rein,2.Auflage,4.Bd.Langensalza1906,S.2.;

BalduinPenndorf,GeschichteaesKaufmdnnischenUnterrichtsωesen.In:Hand-

buchdesKaufmtinnischenUnterrichtswesen,1.Bd.,Leipzig1916,S.133.

なお,在 来 の邦語文献 のなか で,マ ルペ ルガーの商業教育制度 論 に 言及 してい る

のは.筆 者 の知 るか ぎ りでは,上 述の佐 々木吉郎著,上 掲書(注14を 参照)の ほ

か,増 地 庸治 郎著 「経営経 済学序論」,大 正15年,同 文館刊(32頁 お よび264頁)

と桐 田尚作著,上 掲書(7頁)と が あ るだけ で あ って,戸 田正 志著 「商業教育総

論」,昭 和12年,商 業教 育研究会 刊:藤 本幸太郎 「商業 の教育 」(岩 波 講座 「教育

科学」第9冊,昭 和7年,岩 波書店刊,所 収):奥 村恒夫著 「商 業教 科教育法 」

増訂版,昭 和35年,大 明堂 刊 な どは ドイ ツにおけ る商業教育 の 発達を論 じなが

ら,マ ルペル ガーについ てはそ の名 前す らも挙 げていな い。

⑳C.G.Ludovici,a.a,0.,S.24f.

㈲AlfredK荘hne,Hαnabuchfab'r4αsBerufs==undFachschulωesen.1.Auflage,

LeiPzigl922,S・9:渡 辺鉄蔵 「独逸 ノ高等商業学校 」(「 国家学 会雑誌」第28巻

第2号,大 正3年2月,有 斐 閣雑誌 店刊,所 収)176頁 。18世 紀 の後半に設立 さ

れた これ らの商業学校は,概 して学者 お よび 実業 界 の指導者 の養 成を 目的 と して

いた のであ り,し たが って今 日の普通商 業教 育 とい うよ りも,む しろ当時に おけ
　 　

る高 等 商 業教 育 に 該 当 した と見 敬 す べ き で あ ろ う。 この点 で,19世 紀 に 普 及 を見

た 商 業 学 校 制 度 とは そ の趣 を 異 に す る。 と くに ドイ ツの場 合 が そ うで あ った 。 そ

の 理 由 に つ い て,増 地 博 士 は 商 業 学 校 の 目的 お よび 組 織 が 変更 した こ とを 挙 げ,

次 の よ うに 説 明 してお られ る。 「商 業 学 校 は1831年 に ラ イ プチ ッ ヒに最 初 の公 立

商 業 学 校OffentlicheHandelslehransta1七 が 創 立 せ られ て以 来J続 々 と 成 立 を

見 た け れ ど も,こ れ が た め に 「商 業 学 」 は 却 て衰 え た 。 これ 一 見 奇 異 な る現 象 の

如 くで あ るが 事 実 で あ った 。 即 ち ル ドヴ ィチ,ロ イ クス等 の 建 設 せ る 『商 業 学 」

は学 究 的 で あ り,実 際 的 な る商 業 学 校 の教 科 と しては 余 りに も高 級 で あ った 。 故

に商 業 学 校 に お い ては この 『商 業 学 」 を 棄 て て ビ ュ ッ シ ュの先 例 に 従 って 国 民 経

済的 意 義 に おけ る商 業 を 理 解せ しめ る こ とに 努 め,ま た 実 務 問 題 即 ち ロイ クス

がContorwissenschaftと 名 付 け た もの の 実 習 を 主 と した 」(増 地 庸治 郎 著,上

掲 書,46頁)。

図E・Weber,a・a・0・,S・42・ 原 文 を 正 確 に 引 用 す れ ば 次 の通 りで あ る。,,Als

Va七erdieserGedanken〔Handelsschulgedanken〕hatMarpergerauchmittel-

bareinenAnteilanderweiterenPflegeundEntwickelungderHandels-

facher,besondersanderSchaffungderHandelsbetriebslehrサdes18.Jahrhu興.

derts,der<<Ha聡dungswisse典schaft>>``,




