
一 橋論叢 第七 十 七 巻 第 一 号 ( 1 1 8)

〔

博
士

論
文
要
旨
〕

唯
物
史
観
と

労
働
連
動

-
マ

ル

ク

ス

･

レ

ー

ニ

ン

の

｢

労
働
の

社
会
化
+

論

1

一

本
論
文
は

､

マ

ル

ク

ス

と
レ

ー

ニ

ン

と

が

彼
ら

の

歴
史

観
を

基
礎
に

し
て

労
働
運
動
論
を

ど
の

よ

う
■に
展
開
し

て

い

っ

た

の

か

と
い

う

学
説
史

的
な

問
題
を

考
察
す

る
こ

と

に

よ
っ

て
､

唯
物
史
観
と

労
働
運
動
と

の

関

連
を

究
明
し

ょ

う
と

す
る
一

つ

の

理

論
的
な

試
み

で

あ

る
｡

本
論
文
に

お

い

て

筆
者
は

､

マ

ル

ク

ス

と

レ

ー

ニ

ン

の

歴
史
観
と

労
働
運
動
論
を

一

貫

し

て

つ

ら
ぬ

く

も
っ

と
も

基
礎
的
な

理

論
的
範
疇
を

｢

労
働
の

社
会
化
+

(

く
2
r

g
e

邑
-

s

c

F

已
t

亡
n

g

d
e
r

A

旨
e

声
○

曾
m

丘
e

n

→

巴
e

コ

記

→

勺

¥
月

a
)

と
い

う
概
念
に

も
と

め
､

そ

の

展
開
を

基

軸
と

し
て

両
者
の

労
働
運
動
論

の

体
系
化
を

試
み

た
｡

こ

の

よ

う
な

問
題
視

角
か

ら

本
論
文
で

は
､

第
一

部
で

､

｢

労
働
の

社
会
化
+

概
念
そ

の

も
の

の

解
明

､

第
二

部

で
､

資

本

に

よ

る

労
働
の

社
会
化
の

過
程
と

労
働
運
動
と
の

関
連
の

解
明

､

そ

し
て

第
三

部
で

､

と

く

に

資
本
主

義
の

祐
乗
と
い

う
観
点

か

ら

す

る

帝
国
主
義

段
階
に

お

け
る

労
働
の

社
会
化
と

労

働
運
動
と

の

関
連
の

解
明
が

試
み

ら

れ

る
｡

富

沢

賢

治

二

本
論
文
の

構
成
は

つ

ぎ
の

と
お

り
で

あ

る
｡

第
一

部

｢

労
働
の

社
会
化
+

論

第
一

章

｢

労
働
の

社
会
化
+

と

は

な
に

か

第
二

章

｢

労
働
の

社
会
化
+

の

歴
史

的
意
義

第
三

辛

労
働
運
動
の

究
極
目

標

第
二

部

資
本
に

よ

る

労
働
の

社
会
化
の

過
程
と

労
働
運
動

第
四

章

資
本
に

よ

る

労
働
の

社
会
化
の

過
程

第
五

章

労
働
の

社
会
化
の

過
程
と

労
働
運
動

第
三

部

帝
国
主

義
段
階
に

お

け
る

労
働
運
動
の

特
質

第
六

革

帯
国
主
義
論
体
系
に

お

け
る

労
働
運
動
論
の

位
置
と

課

題

第
七

草

帝

国
主
義
段
階
に

お

け

る

労
働
の

社
会
化
と

労
働
運
動

第
八
重
丁

帝
国
主
義
の

政
治
的
特
質
と

労
働
運
動

第
九
章

日

和
見
主
義
的
労
働
運
動

第
一

〇

章

共
産
主
義
的
労
働
運
動

J J β
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争

ヽ

一

ウ

第
一

一

章

共
産
主
義
的
労
働
運

動
の

究
極
目

標

三

各

章
の

要

約
は

つ

ぎ
の

と

お

り

で

あ

る
｡

第
一

章
で

は
､

ま

ず
唯
物
史
観
に

湧

け

る

労
働
の

位
置
が

考
察
さ

れ
､

そ
の

う
え

で

｢

労
働
の

社
会
化
+

概
念
に

お

け
る

｢

労
働
+

概
念
と

｢

社

会
化
+

概
念
と
が

究
明
さ

れ
､

最
後
に

唯
物
史
観
に

お

け
る

｢

労
働
の

社

会
化
+

の

位

置
が

明
ら
か

に

さ

れ

る
｡

マ

ル

ク

ス

の

唯
物
論
と

弁
証
法
の

特
質
は

､

彼
が

人

間
に

よ

る

対

象
の

主
体
的
把
握

･

人
間
の

実
践
の

問
題
を

も
っ

と

も

重

要
視
し
て

い

る

と
こ

ろ
に

み

い

だ

さ

れ

る
｡

彼
の

歴
史
観
に

お
い

て

も

歴
史
の

創
造
主
体
と

し

て

の

現
実
の

人

間
の

実
践
が

基
本

問
題
と

さ

れ

る
｡

そ

し
て

こ

の

間
題
ほ

､

.

彼
の

労
働
論
に

お
い

て

も
っ

と

も

集
約
的
か

つ

理

論
的
に

論
じ

ら

れ
る

｡

こ

の

意
味
で

､

労
働
論
こ

そ

彼
の

歴
史
観
の

中
核
を

な

し
て

い

る
｡

マ

ル

ク

ス

に

お

い

て

ほ
､

労
働
は

､

人

間
と

自
然
と
の

あ
い

だ

の
一

過

程
と

し

て
､

自
然
存
在
と

し
て

の

人

間
が

自
然
に

働
き

か

け

る

こ

と
に

ょ

っ

て
､

自
然
を

人

間
化
す

る

だ

け

で

は

な
/

＼
､

人

間
自
身
の

自
然
を

も

変

化
さ

せ

る

こ

と

に

な

る

合
目

的
的
な

意
識
的
な

活
動
と

し

て

把
握
さ

れ
る

｡

自
然
を

客
体
的
に

も

主
体
的
に

も

人

間
化
す
る

こ

と
､

す
な

わ

ち

本
来
的

報

自
然
と

人

間
的
自
然
と

を

人

間
的
本
質
に

適
合
す
る

よ

う
に

変
化
さ

せ
る

ち

ヽ
･

.

.
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こ

と

が
､

労
働
の

役
割
だ

と

さ

れ

る
｡

マ

ル

ク

ス

に

お
い

て

は
､

社
会
は

人

間
と

自
然
と

の

統
合
の

場
と

し
て

認
識
さ

れ
る

｡

人

間
と

自
然
と

の

あ
い

だ

の

物
質
代
謝
は

社
会
を

媒
介
に

し
て

な
さ

れ

る
｡

社
会
は

｢

人

間
の

自

然
と
の

完
成
さ

れ

た

本
質
続

こ

と

し
て

把
握
さ
れ

､

こ

の

よ
■う

な

社
会
に

あ
る

人

聞
こ

そ

｢

社
会
化
さ

れ

た

人
間
+

､

真
の

意
味
で

の

｢

社
会
的
人

間
+

だ

と

把
握
さ

れ

る
｡

そ

し

て

マ

ル

ク

ス

は
､

こ

の

よ

う
な

意
味
で

の

人
間
の

社
会
化
を

可
能
に

す

る

基
本
的

契
機
を

人

間
の

生

産
行
為
の

場
に

お
い

て

｢

生

産
の

社
会
化
+

に

み
い

だ

す
の

で

あ

る
｡

｢

生

産
+

概
念
が

労
働
と

い

う
主

体
的
契
機
と

生

産
手
段
と

い

う
客
体

的
実
機
と

を

内

包
す
る

よ

う
に

､

｢

生

産
の

社
会
化
+

と
い

う
概
念
は

､

｢

労

働
の

社
会

化
+

と
い

う
主
体
的
契
機
と

｢

生

産
手
段
の

社
会
化
+

と

い

う

客
体
的
契
機
と

を

内
包
し
て

い

る
｡

こ

の

よ

う
に

理

解
さ

れ
る

｢

生

産
手

段
の

社
会
化
(

く
e

蒜
e
S

e
-

-

∽
C

F

已
t

弓
g

)

+

と
い

う

概
念
は

､

第
一

次
大
戦

後
一

般
化
す
る

に

い

た
っ

た
｢

生

産
手
段
の

社
会
化
(

S

O
N

邑
i

巴
0

岩
口
内
)

+

と

い

う
概
念
と

は

異
な

る
｡

す
な

わ

ち
､

後
者
が

基
本
的
に

は

生

産
手
段

の

私
的
所
有
か

ら

社
会
的

所
有
へ

の

転
化
と
い

う
所

有
形
態
の

転
化
を

意

味
す
る

の

に

た
い

し

て
､

前
者
は

､

た

ん

に

所
有
形
態
の

転
化
の

過
程
を

意
味
す
る

だ

け

で

は

な

く
､

そ

れ
と

と
も

に
､

生

産
の

社
会
化
の

過

程
､

す
な

わ

ち

数
多
く

の

分

散
的
な

生

産
過
程
が

一

つ

の

社
会

的
生

産
過
橿
に

融
合
す
る

過
程
に

お

け

る

生

産
手
段
の

使
用
形
態
の

変
化
の

過

程
を

も

意

味
す
る

｡

し

滋

が

っ

て
､

そ

れ

は
､

労
働
の

社
会
化
の

過
程
と

対

応
し
て

､

個
々

の

生

産
者
に

よ
っ

て

用
い

ら

れ
て

い

る

生

産
手
段
の

集
団
的
使
用
へ

の

転
化

､

生

産
手
段
の

社
会
的
分

散
状
態
か

ら

社
会
肘
な

集
積

･

集
中
状

態
へ

の

転
化

､

そ

し

て

つ

い

に

は

生

産
手
段
の

全
社
会
的
規
模
で

の

共

同

的
使
用
へ

の

転
化
に

い

た

る

全
過

程
を

含
む
の

で

あ

り
､

生

産
手
段
の

私

的
所
有
か

ら

社
会
的
所
有
へ

の

転
化
は

､

こ

の

過
程
の

一

定
の

段
階
で

実

現
さ

れ
る

も
の

と

理

解
さ

れ

る
｡

こ

の

意
味
で

､

｢

生

産
手

段
の

∽

O
N
-

苧

9

-

-

巴
e

2
日

巴

ほ

｢

生

産

手

段
の

ぎ
r

笥

邑
-

胃

訂
洋

弓
巴

の

過

程
の

う

山
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ち
に

含
ま
れ

て

い

る
､

と

言
い

う
る

｡

生

産
の

社
会
化
の

過
礎
に

お

け
る

生

産
手
段
の

あ

り

方
の

こ

の

よ

う

な

変
化
と

表
裏

一

体
の

関
係
に

あ
る

生

産
の

主
体
的
契
機
で

あ
る

労
働
の

あ

り

方
の

変
化
が

､

労
働
の

社
会
化
と

し

て

理

解
さ

れ

う
る

｡

｢

生

産
の

社
会
化
+

と

｢

生

産
手
段
の

社
会
化
+

と

に

た

い

し

て

｢

労

働
の

社

会
化
+

を
こ

の

よ

う
に

位
置
づ

け

る

こ

と

に

よ
っ

て
､

｢

生

産
の

社
会
化
+

を

そ
の

主
体
的
契
機
か

ら

分

析
す
る

視
点
が

獲
得
さ

れ

る
｡

資

本
主
義
的
生

産
様
式
の

根
本
的
矛
盾
上

さ

れ
て

い

る

生

産
の

社
会
的

性
格

と

取
得
の

私
的
性
格
と

の

あ
い

だ
の

矛
盾
の

問
題
は

､

上

述
の

分

析
視
点

か

ら
み

る

な

ら

ば
､

た

だ

た

ん
に

､

生

産
の

社
会
化
の

進
展
が

取
得
の

私

的
佳
祐
と

の

あ
い

だ
の

矛
盾
を

ま

す

ま

す

激
化
さ

せ

る

と
い

う
こ

と

だ

け

で

は

な

く
､

さ

ら

に

そ
の

内
容
に

た

ち
い

っ

て
､

資
本
に

よ
る

生

産
手
段

の

社
会
化
が

､

ま

す

ま

す

広
範
な

社
会
的
関
連
の

も

と
で

使
用
さ

れ

る

こ

と

に

な

る

生

産
手
段
を

生
み

だ

す
こ

と

に

よ
っ

て
､

私
的
所
有
と

の

矛
盾

を

激
化
し

､

ま
た

資
本
に

よ

る

労
働
の

社
会
化
が

､

分
散
し

て

い

た

労
働

者
を

結
集
さ
せ

､

彼
ら
の

う

ち
に

資
本
に

敵
対

す
る

階
級
意
識
を

育
成
し

､

革
命
的
労
働
運
動
を

生

み

だ

す
こ

と
に

よ
っ

て
､

資
本
み

ず
か

ら
の

存
在

基
盤
を

掘
り

く

ず
し
て

ゆ

く

と
い

う
こ

と

を

意
味
す
る

｡

資
本
主
義
的
生

産
様
式
の

根
本
的
矛
盾
を
こ

の

よ

う
に

理

解
す
る

と

き
､

そ
の

矛
盾
の

解

決
は

､

労
働
者
階
叔
が

政
治
的
権
力
々

獲
得
し
､

生

産
手
段
の

社

会
的
所

有
を

実
現
し

､

彼
ら

自
身
が

生

産
の

社
会
化
の

主
体
に

な
る

と

い

う
と
こ

ろ

に

も

と

め

ら

れ
る

こ

と

に

な

る
｡

第
二

章
で

は
､

労
働
の

社
会
化
の

結
果
と

し
て

の

資
本
主
義
的
生

産

棟

式
の

も

と
に

お

け
る

労
働
の

特
質
と

共

産
主
義
的
生

産
様
式
の

も

と
に

お

け
る

労
働
の

特
質
と

が

比

較
検

討
さ

れ
る

｡

と

に

よ
っ

て
､

労
働
の

社
会

劇

化
の

歴

史
的
意
義
が

考
察
さ

れ

る
｡

マ

ル

ク

ス

に
■
お

い

て

は
､

労
働
の

社
会
化
の

歴

史
的
意

義
は

､

生

産
手

段
の

労
働
者
か

ら
の

分

離

↓
質
労
働
の

生

成

↓
労
働
の

疎
外

1
人

間
関
係
の

物
象
化

･

1
↓

労
働
者
と

生

産
手
段
と

の

社
会
的
規
模
で

の

再
結

合
に

よ

る

社
会
的
労
働
の

措
定
と

そ

れ

を

基
礎
と

す
る

人

間
関
係
物
象
化

の

拐
棄
と
い

う

歴

史
的

･

論
理

的
過
程
の

う

ち
に

把
握
さ

れ

る
｡

資
本
主
義
的
生

産
様
式
の

も

と

に

お

け
る

労
働
の

特
質
は

､

労
働
者
個

人
に

そ

く

し
て

み

れ

ば

疎
外
と
い

う
点
に

み
い

だ

さ

れ
､

諸
個
人

間
の

関

係
と
い

う
面
か

ら
み

れ

ば
､

人

間
関

係
の

物
象
化
と

い

う
点
に

み

い

だ

さ

れ
る

｡

労
働
が

こ

の

よ

う
な

疎
外
形
態
を

揚
棄
し

て

真
に

自
由
な

労

働
に

転
化
し

う
る

た

め

に

は
､

｢

社
会
的
労
働
+

の

措
定
と

｢

普

遍
的

労

働
+

の

形
成
と
い

う
二

大
条
件
が

必

要
と

さ

れ

る
｡

共
産
主
義
的
生

産
様
式
の

も

と

で

は

全
社
会

的
規
模
で

の

共

同
的
生

産
が

前

提
さ

れ
て

い

る

た

め
､

個
人
の

労
働
は

｢

社
会
的
労
働
+

､

｢

共
同

的
な

､

す

な

わ

ち

直
接
に

社
会

化
さ

れ
た

労
働
+

と

し
て

現
わ

れ

る
｡

｢

個
人

的
所

有
+

と

は
､

こ

の

よ

う
な

社
会
化
さ
れ

た

個
人
が

社
会
化
さ

れ
た

生

産
手
段
に

た
い

し

て

と

り

む

す
ぶ

関
係
行
為
に

は

か

な

ら

な
い

｡

｢

社
会
的
労
働
+

が

主
と

し

て

生

産
関
係
の

問
題
だ

と

す
れ

ば
､

｢

普
遍
的
労
働
+

は

主
と

し

て

生

産
力
に

関
係
す
る

問
題
だ

と

言
え

る
｡

｢

普
遍
的
労
働
+

と

は
､

社
会
化

さ

れ

た

人

間
が

生

産
過

程
を

対

象
と

し
て

営
む

科
学
的
労
働
で

あ
る

｡

マ

ル

ク

ス

に

よ

れ

ば
､

労
働
手
段
が

自
動
的
過
程
に

ま

で

発
展
す

る

と
､

生

産
過
程

の

主
作
用

因
ほ

､

も
は

や

人

間
自
身
が

お

こ

な

う
直
接
的
労
働
で

は

な

く

な

り
､

｢

社
会
体
と

し
て

人

間
が

存
在
す

る

こ

と

に

よ
っ

て

自

然
を

理

解

:
＼



リ

■

少

′
一

ツ

一

▲

. ′
■

-

ノ

し

自
然
を

支
配
す
る

こ

と

1
二
言
で

い

え

ば

社
会
的
個
人
の

発
展
で

あ

っ

て
､

こ

れ

が

生

産
と

富
と

の

主
柱
と

し

て

現
わ

れ

右
+

｡

こ

の

よ

う

な

生

産
様
式
に

お

い

て

は
､

生

産
力
発
展
の

基
本
要
因
は

､

｢

も

ろ

も

ろ

の

個
性
の

自
由
な

発
展
+

､

｢

諸
個
人
の

芸
術
的

･

科
学
的

等
の

教
養
+

の

発

展
に

も

と

め

ら

れ

る
｡

こ

う

し
て

マ

■
ル

ク

ス

に

お

い

て

は
､

人

間
の

自
由
の

基
本
的
条
件
は

､

社
会
化
さ

れ

た

人

間
が

人

間
と

自
然
と

の

物
質
代
謝
を

合
理

的
に

規
制
す

る

と

い

う
と
こ

ろ
に

み
い

だ

さ

れ

る

こ

と

に

な

る
｡

第
三

章
で

は

労

働
の

社
会
化
と

労
働
運
動
と

の

関
連
が

考
察
さ

れ

る
｡

｢

社
会
主

義
と

ほ

生

産
手
段
の

社
会
化
で

あ

る
+

と

す
る

命
題
は

､

マ

ル

ク

ス

の

主
張
す

る

社
会
主
義
の

本
質
を
と

ら
え

て

い

な
い

｡

彼
の

社
会

主
義
観
を

正

し

く

理

解
す
る

た

め
に

は
､

生

産
手
段
の

所
有
の

問
題
だ

け

で

は

な

く
､

な

に

よ

り

も

ま

ず
労
働
の

社
会
化
の

問
題
が

と

り

あ

げ

ら
れ

な

く
て

ほ

な

ら
な
い

｡

彼
の

主
張
す
を

社
会
主
義
と

は
､

基
本
的
に

ほ
､

生

産
者
自
身
が

主

体
と

な
っ

て

労
働
の

社
会
化
と

生

産
手
段
の

社
会
化
と

を

意
識
的
に

遂
行
す

る
こ

と

に

よ
っ

て
､

生

産
手

段
の

社

会

的
所

有
と

｢

直
接
に

社
会
化
さ

れ

た

労

働
+

と

を

実
現
さ

せ

よ

う
と

す

る

理

論
で

あ

り

運
動
で

あ

る
｡

こ

の

よ

う

な

社
会
主
義
が

そ
の

運
動
の

基
本
目
標
を

労

報

働
者
の

解
放
に

お

く
こ

と

は

論
理

上

当

然
だ

と

言
え
よ

う
｡

マ

ル

ク

ス

に

ょ

れ

ば
､

｢

生

産
に

た
い

す
る

労
働
者
の

関
係
の

な
か

に

人

間

的
な

全

隷

属
状
態
が

内
包
さ

れ

て

い

る
+

の

で

あ

る

か

ら
､

｢

労
働
者
の

解

放
の

な

( 1 2 1) 彙

か
に

こ

そ
一

般
的
人

間
的
な

解
放
が

ふ

く

ま

れ
て

い

る
+

と
い

う
こ

と
に

な

る
｡

ま
た

､

労
働
者
の

解
放
は

そ

の

力
を

労
働
者
白
身
の

運
動
に

も

と

め

る
の

で

あ
る

か

ら
､

労
働
運
動
は

､

.

そ
の

も
っ

と

も

基
本
的
原
理

に

お

い

て
､

ま

さ

に

人
間
を

し
て

真
に

人

間
的
存
在
た

ら

し

め

る

た

め
の

人

間

に

よ

る

意
識
的
運
動
と

し
て

の

役
割
を

担
わ

さ

れ

る
こ

と

に

な

る
｡

第
四

章
で

は
､

『

資
本
論
』

に

依
拠
し
っ

つ
､

資
本
に

よ

る

労

働
の

社

会
化
の

過
程
が

考
察
さ

れ
る

｡

マ

ル

ク

ス

は
､

資
本
に

ょ

る

労
働
の

社
会

化
の

特
質
を

､

労
働
の

社
会
化
に

よ

る

生

産
力
の

発
展
(

労
働
過
程
論
的

視
点
)

､

労
働
の

資
本
へ

の

従
属
(

剰
余
価
値
生
産

論
的
視
点
)

､

そ

し
て

労
働
過
程
と

剰
余
価
値
生

産
と
の

矛
盾
と

そ

の

揚
棄
へ

の

方
向
(

革
命
論

的
視
点
)

､

と
い

う
三

つ

の

問
題
視
点
か

ら

総
合
的
に

把
握

し
て

い

る
｡

こ

の

三

つ

の

視
点

か

ら

み

る

と

き
､

資
本
に

ょ

る

労
働
の

社
会
化
の

過
程

は
､

論
理

的
か

つ

歴

史
的
に

､

本
渡
的
蓄
積

､

協
業

､

分
業
に

も

と
づ

く

協
業

､

機
械
制
大
工

業
と
い

う

四

段
階
に

わ
け

ら
れ

る
｡

本
渡
的
蓄
積
は

､

労
働
の

社
会
化
の

た

め
の

必

要
条
件
と

し
て

の

孤
立

的
労
働
の

廃
棄
を

な

し

と

げ

る

と

同
時
に

､

労
働
の

資
本
へ

の

従

属
を

準

備
す
る

｡

単
純
協
業
は

､

一

方

で

ほ
､

生

産
力
を

発
展
さ

せ
､

分

業
と

機

械
体
系
を

生
み

だ

す

基
礎
を

提
供
す

る

が
､

他
方
で

は
､

資
本
へ

の

労
働

の

従

属
化
を

必

然
た

ら
し

め

る
｡

分
業
に

も
と

づ

く

協
業
は

､

一

方
で

は
､

手
工

業
的
括
動
を

分

解
し

､

一

定
の

社
会
的
労
働
の

組
織
を
つ

く

り

だ

す

こ

と
に

よ
っ

て
､

従
来
の

労
働
様
式
を

変
革
し

､

生

産
力
を

高
め

る

が
､

他
方
で

は
､

労
働
者
を

部
分
労
働
者
化
す

る

こ

と

に

よ
っ

て
､

資
本
の

労

働
支
配
を

容
易
に

す
る

条
件
せ

っ

く

り
だ

す
｡

機
械
制
大
工

業
は

､

一

方

で

は
､

生

産
の

社
会
化
を

進
展
さ

せ
､

機
械
と
い

う
特
殊
な

労
働
手
段
に

よ
っ

て

生

産
力
を

格
段
に

発
展
さ

せ

る
が

､

他
方
で

は
､

労
働
者
が

わ
の

貧
困
と

抑
圧

を

増
大
さ
せ

､

資
本
へ

の

反
抗
を

増
大
さ

せ

る
｡

そ

し

て
､

一
⊥

つ

い

に
､

｢

生

産
手
段
の

集
中
も

労
働
の

社
会
化
も

､

そ
れ

が

そ

の

資
本

β
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主
義
的
な

外
被
と

は

調
和
で

き

な

く

な
る
一

点
に

到
達
す

る
｡

そ
こ

で

外

被
が

爆
破
さ

れ

る
｡

+

第
五

章
で

ほ
レ

ー
ニ

ン

の

｢

労
働
の

社
会
化
+

論
が

絵
論
的
に

考
察
さ

れ

る
｡

彼
の

｢

労
働
の

社
会
化
+

論
に

お

い

て

は
､

資
本
に

よ
る

労
働
の

社
会

化
の

過

程
だ

け
で

ほ

な

く
､

そ

れ

に

た
い

す
る

賃
労
働
の

が

わ
で

の

反
作
用
の

過

程
が

積
極
的
に

考
察
対

象
と

さ

れ

て

い

る
｡

彼
は

､

資
本
に

ょ

る

労
働
の

社
会
化
の

特
徴
づ

け

を
､

そ

の

も
っ

と

も

基
本
的
な

特
質
を

な

す
生

産
の

社
会
化
と

取
得
の

私
的
性
格
と

の

矛

盾
の

問
題
か

ら
は

じ

め
､

つ

い

で
､

生

産
の

集
積

､

人
蒋
的
隷
属
の

廃
棄

､

農
村
か

ら

都
市
へ

の

労

働
力
移
動
と
い

う
､

よ

り

具
体

的
な

諸

問
題
を

取
り

扱
い

､

さ

ら

に

身
分

的
結
合
か

ら

階
級
的
結
合
へ

と
い

う
問
題
を

媒
介
に

し

て
､

最
後
に

､

階

級
意
識
の

形
成
と
い

う
､

労
働
者
階
級
解
放
の

実
践
的
問
題
で

し

め

く

く

っ

て

い

る
｡

労
働
の

社
会

化
こ

そ

資
本
主
義
社
会
が

社
会
主

義
社
会

へ

転

化
す
る

た

め

の

主
要
契
機
で

あ
る

と

理

解
す
る

レ

ー

ニ

ン

ほ
､

こ

の

よ

う

な

理

解
を

欠
い

た

社
会
主
義
諸
派
(

ナ

ロ

ー

ド
ニ

キ

主
義

､

無
政
府
主
義

､

｢

左

翼
主
義
+

)

を

批
判
し
､

｢

労
働
の

社
会
化
の

結

果
と
し

て

資
本
主
義

体
制
は

不

可
避
的
に

社
会
主
義
に

転
化
す
る
+

と
い

う
点
を

強
調
し

て

い

る
｡

本
論
文

第
三

部
の

序
論
を
な

す

第
六

章
で

は
､

ま

ず
レ

ー

ニ

ン

の

帝

国

主
義
論
体

系
の

全
体
像
が

考
察
さ

れ
､

つ

い

で
､

そ
の

体
系
の

な

か

で

の

労
働
運
動
論
の

位
置
と

課
題
と

が

明

ら
か

に

さ

れ
る

｡

レ

ー

ニ

ン

の

帝
国
主

義
論
体

系
は

､

帝
国
主
義
の

経
済
的
分
析
を

基

礎

に
､

さ

ち
に

そ

の

政
治
的

･

イ

デ

オ

ロ

ギ
ー

的
分

析
に

す

す

み
､

最

後
に

そ
の

歴
史
的
限
界
性
を

明
確
に

す

る

と
い

う
､

い

わ
ば

三

部
構
成
の

プ

ラ

ン

を

も
つ

｡

『

帝
国
主
義
論
』

の

基

本
的
課
題
は

､

こ

の

体
系
の

第
一

部

詔
一
.

⊥

す

な

わ

ち
帝
国
主
義
の

経
済
的
本

質
の

究
明
に

お

か

れ

て

い

る

の

で
､

そ

こ

で

は

労
働
運
動
論
の

十

全
な

展
開
は

な

さ
れ

て

い

な

い
｡

し

た
が

っ

て
､

帝
国
主
義
段
階
に

お

け

る

労
働
運
動
の

特
質
を

明

ら
か

に

し
､

帝
国
主
義

論
体
系
の

欠
落
部
分
を

充

実
化
さ
せ

て

い

く
た

め

に

ほ
､

『

帝
国
主
義
論
』

に

お
い

て

示

唆
さ

れ

て

い

る

方
向
で

労
働
運
動
論
を

展
開
し

な

く
て

は

な

ら
な
い

｡

帝
国
主

義
論
体

系
の

第
二

部
で

主
と

し

て

展
開
さ

れ

る

労
働
運
動
論
の

基
本
的
特

質
は

､

そ

れ
が

帝
国
主

義
の

寄
生

性
･

腐
敗
性
と

密
接
に

関
連

し

て

い

る

と
こ

ろ
に

み
い

だ

さ

れ

る
｡

帝
国
主
義
の

寄
生

性
･

腐
敗
性
は

労
働
運
動
内
で

は

日

和
見
主

義
と

し
て

現
象
す
る

｡

し

た

が

っ

て
､

帝
国

主
義
段
階
に

お

け

る

労
働
運
動
の

特
質
の

研
究
は

､

日

和
見
主

義
と

そ

れ

に

反
対

す
る

共
産
主

義
的
労
働
運
動
の

研
究
を

中
軸
に

な

さ

れ

る

こ

と
に

滋
る

｡

帝
国
主

義
論
体

系
の

第
三

部
に

お

け

る

労
働
運
動
論
の

基
本
的
課

題
は

､

第
二

部
で

提
起
さ
れ

た

労
働
運
動
の

二

大
潮

流
の

問
題
を

､

労
働

の

社
会
化
と

関
連
づ

け
､

労
働
の

社
会
化
が

ど

の

よ

う
に

資
本
主
義
を

死

滅
に

導
く
こ

と
に

な

る

の

か
､

そ

の

論
理
を

明

確
に

す

る
こ

と

に

あ

る
｡

第
七

草
で

は
､

帝
国
主
義
段
階
に

お

け

る

生

産
の

社
会
化
と

労
働
の

社

会

化
と
の

関
連
が

考
察
さ

れ
､

つ

い

で

労
働
の

社
会
化
と

の

関
連
で

労
働

運
動
が

問
題
と

さ
れ

る
カ

レ

ー

ニ

ン

ほ
､

独
占
に

よ

る

生

産
の

社
会
化
の

加
速
度
的
進
展
を

帝
国

主
義
の

一

大
特
質
と

し

て

把
捉
し

､

こ

の

生

産
の

社
会
化
の

い

ち

じ

る

し

い

進
行
と

取
得
の

私
的
性
格
と

の

あ
い

だ

の

矛
盾
の

極
大
化
を

帝

国
主
義

の

基
本
的
矛
盾
と

し

て

把
握
し
て

い

る
｡

こ

の

さ

い

看
過
さ

れ

て

な

ら

な
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軸

､

)

､

ヽ

弁
■

ソ

い
一

の

は
､

レ

ー

ニ

ン

の

｢

独
占
+

概
念
あ

る
い

ほ

｢

生

産
の

集
積
+

概
念

が
､

た

ん

に

生

産
手
段
の

集
積

･

集
中
だ

け

を

問
題
と

す
る

も
の

で

は

な

く
､

そ

れ

に

と

も

な

う
労
働
力
の

集
積

･

集
中
を

も

問
題
と

す
る

も

の

で

あ

る

と
い

う
点
で

あ

る
｡

資
本
に

よ

る

生

産
の

社
会
化
は

､

一

方
で

生

産

手
段
の

集
積

･

集
中
を

通
じ
て

生

産
手
段
の

社
会
化
を

進
展
さ

せ
る

と

同

時
に

､

他
方
で

は

そ

れ
に

と

も

な

う

労
働
の

社
会

化
を

進

展
さ
せ

る
こ

と

に

よ
っ

て
､

資
本
主
義
を

自
由
競
争
段
階
か

ら

独
占
段
階
へ

と

転
化
さ

せ

る

の

で

あ

る
｡

レ

ー

ニ

ン

に

よ

れ

ば
､

｢

帝
国
主
義
に

よ

る

労
働
の

大
が

か

り

な

社

会

化
+

は
､

一

方
で

は

帝
国
主
義
的
超
過
利
潤
を

基
盤
と

す
る

日

和
見
主
義

的
労
働
運
動
を

生

み

だ

す

が
､

他
方
で

は

独
占
に

反
対

す
る

労
働
運
動
を

国
際
的
規
模
に

ま
で

拡
大
す
る
の

で

あ
る

｡

第
八

草
で

は

帝
国
主
義
の

政
治
的
上

部
構
造
と

労
働
運

動
と
の

関
連
が

問
題
と

さ

れ

る
｡

レ

ー
ニ

ン

ほ
､

帝
国
主
義
の

経
済
的
特

質
を

｢

自
由
競

争
か

ら

独
占
へ

の

転
換
+

と

し
て

把
握
し

､

そ
れ

に

対

応
す

る

政
治
的
特

質
を

｢

民

主
主

義
か

ら

政
治
的
反
動
へ

の

転
換
+

と

し

て

把
握
す
る

｡

し

か

し
､

こ

の

こ

と

は
､

帝
国
主
義
が

民

主
主
義
を

ま
っ

た

く

排
除
し
た

と

こ

ろ
に

な
り

た
つ

と
い

う
こ

と

を
､

か

な

ら

ず
し

も

意
味
し

な
い

｡

独
占

が

自
由
競
争
を

ま
っ

た

く

排
除
す
る

も
の

で

は

な

く
､

む

し

ろ

競
争
を

そ

の

前
提
と

し

て

い

る

よ

う
に

､

帝

国
主
義
は

い

た
■
る

と
こ

ろ

に

支
配
へ

の

志
向
を
も

ち
こ

む

が
､

そ

れ

に

も
か

か

わ

ら

ず
､

帝
国
主

義
は

民

主
主
義

を

七
っ

た

く

破
壊
し

さ

る
こ

と
は

で

き

ず
､

つ

ね

に

民
主
主

義
と
の

矛
盾

関
係
の

う
ち
に

存
在
す

る
｡

帝
国
主

義
段
階
の

政
治
は

､

支

配
階
級
の

が

わ
に

お

け
る

反
動
と

人
民

大
衆
の

が

わ
に

お

け
る

民

主
主

義
運

動
と
の

対

し
∵

､

-

∧

ノ

諦

抗
と

し

て

現
象
す

る
｡

レ

ー

ニ

ン

に

よ

れ

ば
､

こ

の

人
民
大
衆
の

民
主
主

義
運
動
と

結
び
つ

く
こ

と

な

く

し
て

は
､

労
働
者
階
級
の

政
権
獲
得
運
動

は

成
功
し

な
い

｡

ま
た

､

こ

の

民

主
主
義
運

動
の

な
か

で

訓
練
さ

れ

な
い

労
働
者
は

､

社
会
主

義
的
な

経
済
変
革
を

遂
行
す
る

能
力
を

も
た

な
い

｡

な

ぜ

な
ら

ば
､

プ
ロ

レ

タ
リ

ア

ー

ト

の

デ
ィ

タ

ク

ト
サ

ー

ラ
の

主
目

的
は

､

た

ん

に

生

産
手
段
を

収
奪
す
る

だ

け
で

は

な

く
､

生

産
を

民

主
主
義
的
に

組
織
す
る

こ

と

に

あ

る

か

ら
で

あ
る

｡

こ

う
し

て
､

労
働
者
階
級
を

主
体

と

し

た

生

産
の

社
会
化
は

､

労
働
者
階
級
の

民

主
主
義

的
な

組
織
化
と

密

接
に

関
連
す
る

こ

と

に

な

る
｡

第
九
章
で

は
､

ま

ず

労
働

貴
族
論
を

中
心

に

し

て

日

和
見
主
義
的
労
働
･

運
動
の

特
質
が

解
明
さ

れ
､

そ

れ

を

基
礎
に

､

｢

公

然
た

る

日

和
見
主
義
+

と

規
定
さ

れ

る

社
会
排
外
主
義
と

｢

か

く
れ

た

日

和
見
主
義
+

と

規
定
さ

れ
る

｢

中
央
派
+

と

が

考
察
さ

れ
る

｡

レ

ー

ニ

ン

は
､

労
働
貴
族
発
生
の

原
因
と

し

て

政
治
的
自
由
と

鮭
済
的

優
位
性
と

を

あ

げ

て

い

る

が
､

前
者
は

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

ジ

ー

に

と
っ

て

労
働

貴
族
の

必

要
性
を

生
み

だ

す

要
因

､

後
者
は

労
働
貴
族
の

実
現
を

経
済
的

に

可
能
に

す
る

要
因
と

解
さ

れ

る
｡

す

な
わ

ち
､

ブ
ル

ジ
ョ

ワ

ジ

ー

に

と

っ

て

は
､

プ
ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト
の

政
漁
的
権
利
の

拡
大
が

彼
ら
の

政
治
的

基

盤
を

危
く
し

な

い

よ

う
な

安
全
弁
を

自
ら
の

機
構
の

う
ち
に

く

み
い

れ

る

必

要
が

あ

る
｡

労
働
貴
族
が

こ

の

安
全
弁
の

機
能
を

は

た

す
｡

帝
国
主

義
諸
国
間
の

闘
争
の

激
化
に

と

も

な
っ

て
､

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

ジ

ー

は
､

一

方

で

は

国
家
の

抑
圧

機
構
を

強
化
す

る
こ

と
に

よ
っ

て

労
働
運
動
を

拘
束
し

､

他
方
で

ほ

労
働
者
階
級
の

一

部
と

小
ブ

ル

ジ

ョ

ワ

ジ

ー

の

諒
と

を

｢

買

3

収
+

す
る

こ

と

に

ょ
っ

て

労
働
運

動
を

内
部
か

ら

堕
落
さ

せ

よ

う
と

試
み

β
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る
｡

こ

の

政
治
的
必

要
性
が

帝
国
主
義
的
超
過
利
潤
と
い

う

経
済
的
可
能

性
に

裏
付

け

ら

れ

た
と

き
日

和
見
主
義
的
労
働
運
動
が

実
現
す
る

｡

社
会

排
外
主

義
は

そ
の

あ
か

ら
さ

ま

な

形
態

､

｢

中

央
派
+

は

そ
の

隠

蔽
さ

れ

た

形
態
に

は

か

な

ら

な
い

｡

第
一

〇

章
で

ほ
､

レ

ー

ニ

ン

が

日

和
見
主
義
的
労
働
運
動
に

対

抗
す

る

共

産
主
義
的
労
働
運
動
の

た

め

の

理

論
を

ど
の

よ

う
に

構
築
し

た

か

と

問

題
が

考
察
さ

れ

る
｡

彼
の

共
産
主
義
的
労
働
運
動
論
は

､

ロ

シ

ア

革
命
前

は

主
と

し

て

｢

社
会
民

主
主
義
運
動
+

論
と

し

て
､

革
命
後
は

主
と

し
て

プ

ロ

レ

タ

リ

ア
･

デ
ィ

ク

タ

ト
ゥ

ー

ラ

論
を

中
心

に

展
開
さ

れ
る

｡

レ

ー

ニ

ン

に

よ

れ

ば
､

｢

社
会
民
主
主
義
運
動
+

の

特

質
ほ

､

そ

れ
が

､

た

ん

に

労
働
組
合

運
動
の

枠
内
に

と

ど
ま

ら

ず
､

ま

た

社
会
主
義
運
動
の

枠
内
に

も

と

ど

ま

ら

ず
､

両
者
の

結
合
と

し

て

革

命
を

め
ざ

す

運
動
で

あ

る
､

と
い

う

と
こ

ろ
に

み

い

だ

さ

れ

る
｡

レ

ー

ニ

ン

は
､

プ
ロ

レ

タ

リ

ア
･

デ
ィ

ク

タ

ト
ゥ

ー

ラ

の

問
題
を

｢

ブ

ル

ジ
ョ

ワ

民

主
主
義
と

プ
ロ

レ

タ

リ

ア

民

主
主
義
と

の

関
係
の

問
題
+

と

し
て

提
起
す
る

必

要
性
を

強
調
す
る

｡

彼
は

､

ソ

ヴ
ュ

ト

型
を

デ
ィ

ク

タ

ト
ゥ

ー

ラ

の

唯
一

■
の

形
態
と

は

考
え

ず
､

デ
ィ

ク

タ
ト
ゥ

ー

ラ

を

ど
の

よ

ぅ
に

具
体
的
に

通
用
す
る

か

と
い

う
こ

と
は

｢

あ
る

資
本
主

義
､

あ
る

革

命
の

民

族
的
特
殊
性
の

問
題
+

だ

と

し
て

､

多
様
な

形
態
を

考
え
て

い

た
｡

彼
は

ま

た
､

プ
ロ

レ

タ

リ
ア

民

主
主
義
へ

の

大
衆
の

支
持
を

獲
得
す
る

た

め

に

は

｢

左

翼
的
な

空
理

空
論
+

を

克
服
す
る

必

要
が

あ
る

こ

と

を

強
調

し

た
｡

彼
は

､

労
働
組
合
運
動
と

議
会
活
動
を

軽
視
す

る

｢

左

巽
主
義
+

を

批
判
し

て
､

い

か

に

反
動
的
な

組
織
で

も
､

そ
こ

に

大
衆
が

い

る

か

ぎ

り
､

そ

れ

に

参
加
す
る
こ

と

が

共
産
主
義
者
の

義
務
だ

と
し

た
｡

二
ノ

レ

ー

ニ

ン

に

よ

れ

ば
､

共
産
主
義
的
労
働
運
動
の

基
本
的
任
務
は

､

労

以上

働
運
動
に

そ

の

終
局
の

目
標
と

政

治
的
任
務
と

を

示
す
こ

と

に

よ
っ

て

運

動
の

政
治

的
･

思
想
的
独
自
性
を

ま

も

る
こ

と
で

あ
る

｡

第
十

一

章
で

は
､

レ

ー

ニ

ン

が

考
え
る

こ

の

終
局
の

目

標
と
マ

ル

ク

ス

が

考
え

る

目
標
と

が

比

較
検

討
さ

れ
る

｡

レ

ー

ニ

ン

に

よ

れ

ば
､

共
産
主
義
的
労
働
運
動
の

本
質
は
プ

ロ

レ

タ

リ

ア

･

デ
ィ

ク

タ
ト

ゥ

ー

ラ

と

し
て

表
現
さ
れ

､

そ

の

内
容
は

新

労
働
観
絨

の

実
現
と

そ

れ

を

基
礎
と

す

る

プ

ロ

レ

タ

リ

ア

民
主
主

義
の

達
成
に

あ
る

｡

プ

ロ

レ

タ

リ

ア
･

デ
ィ

ク

タ

ト
ー

ラ

は
､

政
治
的
に

は

プ
ロ

レ

タ

リ

ア

民

主
主
義
の

実
現
を

､

経
済
的
に

は
､

｢

資
本
主
義
に

く

ら

ぺ

て

い

っ

そ

う

高
度
の

型
の

社
会
的

労
働
組
織
+

､

｢

科
学
と

資
本
主

義
的
技
術
の

最
新
の

成
果
を

…
‥

自
覚
し

た

労

働
者
の

大
衆
的
団
結
に

む

す
び
つ

け
て

い

る

と

こ

ろ

の
､

新
し
い

労
働
組
織
+

の

実
現
を

目
的
と

す

る
｡

こ

の

新
し
い

労

働
組
織
を

基

礎
と

す
る

高
度
な

労
働
生

産
性
が

共
産
主
義
の

本
質
を

な

す
､

と
レ

ー

ニ

ン

は

言
う

｡

こ

こ

で

彼
が

問
題
と

し
て

い

る

新
労

働
組
織
に

も
と

づ

く

高
度
の

労
働

生

産
性
は

､

す
で

に

マ

ル

ク

ス

に

そ

く

し
て

考
察
し
た

と

こ

ろ
の

､

労
働

の

社
会
化
の

結
果
と

し

て

の

｢

社
会
的
労
働
+

と

｢

普
遍
的
労
働
+

と
に

も

と
づ

く

高
度
の

労
働
生

産
性
に

照
応
す
る

｡

こ

う
し

て
､

レ

ー

ニ

ン

に

お

い

て

は
､

プ
ロ

レ

タ

リ

ア

･

デ
ィ

ク

タ
ト

ゥ

ー
エ
フ

の

革
命
的
強
力
を

さ

さ

え
る

経
済
的
基
礎
は

､

な
に

よ
り

も

ま

ず
労
働
の

社
会

化
の

結
果
と
し

て

の

新
労
働
組
織
に

も

と

め

ら

れ
る

こ

と

に

な

る
｡

｢

個
人

的
所
有
+

が

資
本
主
義
時
代
の

成
果
を

基
礎
と

し
て

い

る

と
い

う
点
を
マ

ル

ク

ス

が

強
調
す
る

よ

う
に

､

レ

ー

ニ

ン

も

ま
た

､

新
労
働
組
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一斗
ソ

織
と
プ
ロ

レ

タ
リ

ア

民

主
主
義
が

資
本
主
義
時
代
の

成
果
を

基
礎
と

し
て

い

る

と
い

う
点
を

強
調
す
る

｡

レ

ー

ニ

ン

に

よ

れ

ば
､

｢

プ
ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト

は
､

民

主
主

義
の

た

め

の

闘
争
に

よ
っ

て

社
会
主
義
革
命
の

準
備
を

し
て

い

な

け
れ

ば
､

こ

の

革

命
を

遂

行
す

る

こ

と

が

で

き

な
い

+

し
､

ま

た
､

｢

勝
利
を

し

め

た

社

会

主
義
は

､

民

主
主
義
を

完
全
に

実
現
し

な

け

れ

ば
､

自
分
の

勝
利
を

維
持

し
､

人

類
を

国
家
の

死
滅
へ

導
く
こ

と

が

で

き

な
い

+

｡

上

部

構

造
に

お

け
る

こ

の

民

主
主
義
と

下
部
構
造
に

お

け

る

新
労
働
観
織
と

は

相
互

に

密

接
に

関

連
し
て

い

る
｡

す

な

わ

ち
､

新
労
働
組
織
が

実
現
さ

れ

な
い

か

ぎ

り
､

民

主
主
義
は

そ
の

経
済
的
基
礎
を

欠
く

形
式
的
な

政
治
的
人

間
関
係

を

示

す

に

と

ど

ま

り
､

同
様
に

民

主
主
義
が

機
能
し

な
い

と
､

新
労
働
組

織
は

そ
の

政
治
的
保
障
を

欠
く
こ

と

に

な

る
｡

労
働
の

社
会
化
と

生

産
手
段
の

社
会
化
と

を

媒
介
に

し
て

確
立
さ

れ

る

新
労
働
組
織
と

そ

れ

を

基
礎
と

す
る

民

主
主
義
は

､

私
的
所
有
の

も

と

で

の

個
人

の

発
展
の

歴
史
の

な
か

か

ら

生
み

だ

さ

れ
て

き

た

自
覚
し
た

個
人

の

結
合
体
の

下

部
構
造
と

上

部
構
造
と

し

て

の

労
働
観
織
と

民

主
主
義
で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
な

構
造
の

社
会
に

お

い

て

は

じ

め
て

､

各
人
の

自
由
な

発
展
が

万
人

の

自
由
な

発
展
の

条
件
と

な

り

う
る

｡

マ

ル

ク

ス

と
レ

ー

ニ

報

ン

が

主
張
す
る

社
会
主
義
と

は
､

こ

の

よ

う
な

社
会
の

実
現
を

め
ざ

す
理

論
で

あ

り

運
動
で

あ

り
､

し
か

も

ま
さ

に

｢

労
働
の

社
会
化
+

論
が

そ

の

理

論
の

核
心

を

な

し
て

い

る

の

で

あ
る

｡

彙)521(

′

◆

▲

■■′
ゾ

一

■-

〔

博
士

論
文
審
査
要

旨
〕

論
文

題
目

唯
物
史
観
と

労
働
運

動

-
マ

ル

ク

ス

･

レ

ー

ニ

ン

の

｢

労
働
の

社
会
化
+

論

-

審

査

担
当

者

古

賀

英
三

郎

山

田

秀

雄

良

知

力

一

本
論
文
の

概
要

本
論
文
は

､

唯
物
史
観
に

占
め
る

労
働
運
動
論
の

位
置
を

確
定
す
る

こ

と

を

課
題
と

し

た

理

論
研
究
で

あ

り
､

唯
物
史
観
と

労
働
運
動
論
と
を

結

び
つ

け
る

理

論
的
結
節
点

を

｢

労
働
の

社
会
化
+

概
念
に

求
め

､

こ

の

概

念
の

解
明
を

広
く
マ

ル

ク

ス

と
レ

ー

ニ

ン

の

古
典
的
諸
文

献
に

即
し
て

行

な

う
こ

と

に

ょ
っ

て
､

労

働
運

動
論
の

原
理

的
考
察
を

展
開
し
て

い

る
｡

各
部
各
章
の

概
要
は
つ

ぎ
の

通
り

で

あ
る

｡

｢

労
働
の

社
会
化
+

の

概
念
の

解
明
に

あ

て

ら
れ

た

第
一

部
で

は
､

ま

ず
第

一

革
で

､

主
に

『

経
済
学

･

哲
学
草
稿
』

に

即
し

て

マ

ル

ク

ス

の

唯

物
論
と

弁
証
法
と

の

特
質
を

問
い

､

マ

ル

ク

ス

の

歴
史
観
の

中

核
を

な

す

の

ほ

唯
物
論
で

あ

る

よ

り

は

む

し

ろ

労
働
論
で

あ

る

と

し

た

う
え

､

マ

ル

ク

ス

の

労
働
観
の

検
討
に

移
り

､

マ

ル

ク

ス

に

お

い

て

人

間
の

本

質
実
現

に

と
っ

て

基
本
的
に

必

要
と

さ

れ
る

も
の

は
､

私
的
所
有
で

な

く

労
働
で

5

あ

り
､

所
有
で

な

く

獲
得
行

為
で

あ
る

と

す
る

｡

そ
こ

か

ら

労
働
運

動
の

β
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基
本
目

標
は

､

労
働
そ

の

も

の

の

香
定
で

は

な

く
､

労
働
の

一

定
の

歴

史

的
形
態
を

揚
棄
し

て

本
来
の

人

間
的
な

労

働
に

転
化
す
る

こ

と

に

か

る

と

し
､

こ

の

転
化
の

方
向
と

方
法
と

を

示

す
の

が

｢

労
働
の

社
会
化
+

だ

と

さ

れ
る

の

で

あ

る
｡

つ

い

で

｢

労
働
の

社
会
化
+

の

概
念
内
容
の

検
討
に

移
り

､

マ

ル

ク

ス

の

い

う
｢

社

会
化
+

を

指

す

ド

イ

ツ

語
の

く
e

蒜
?

邑
訂
c

訂
芹
仁
ロ

g

と

第
一

次
大
戦
後
の

ド

イ

ツ

で

現
わ

れ

た
い

わ

ゆ

る

社

会
化
運
動
に

お

け

る

｢

社
会
化
+

を

指
す
ド

イ
ツ

語
の

S
O
N

i

巴
i

巴
e

-

亡
ロ

g

と

の

概
念
内
容
の

相
違
を

検
討
し

､

前
者
が

社
会
全
体
に

関
連
す
る

概
念

､

後
者
が

部
分
社
会
(

工

場
な

ど
)

に

関
連
す

る

概
念
で

あ
る
こ

と

を

明
ら

か

に

し
､

マ

ル

ク

ス

の

い

う
｢

生

産
手
段
の

社
会
化
+

と
い

う
概
念
が

､

生

産
手

段
の

私
的
所
有
の

社
会
的
所
有
へ

の

転
化
よ

り

も

広
い

概
念
で

あ

る
こ

と

を

示

し
て

い

る
｡

つ

い

で

マ

ル

ク

ス

の

｢

生

産
の

社
会
化
+

､

｢

労

働
の

社
会
化
+

そ

し

て

｢

生

産
手

段
の

社
会
化
+

と

い

う
三

つ

の

概
念
の

相
互
の

関
連
を

考
察
し

､

｢

生

産
の

社
会
化
+

が
､

｢

労
働
の

社
会
化
+

と

｢

生

産
手
段
の

社
会
化
+

と

を
二

つ

の

契
機
と

し
て

な

り

た

ち
､

同
時
に

｢

労
働
の

社
会
化
+

が

｢

生

産
の

社
会
化
+

の

心

髄
を

な

す

と

把
え

ら
れ

る
｡

こ

の

考
察
を

通
し
て

､

｢

生

産
手
段
の

社
会
化
+

.
と

は
､

生

産

手

段

の

集
団
的
使
用
へ

の

使
用
形
態
の

転
化
の

過

程
と

把
握
さ
れ

､

生

産
手
段

の

私
的
所
有
か

ら

社
会
的
所
有
へ

の

転
化
は

､

こ

の

過
程
の

一

段
階
を

な

す
に

す
ぎ

な
い

と

さ

れ
る

｡

こ

れ

に

対

応
し
て

｢

労

働
の

社
会
化
+

は
､

数
多
く
の

分

散
的
な

生

産
過
程
が

一

つ

の

社
会
的
生

産
過
樫
に

融
合
す

る

過

程
に

お

け
る

生

産
手
段
の

あ

り

方
の

変
化
に

対

応
す
る

労
働
の

あ

り

方

の

変
化
と

さ
れ

る
｡

著
者
に

よ

る

と
､

資
本
に

よ
る

労
働
の

こ

の

社
会
化

が
､

個
個
の

労
働
者
の

集
合
を

階
級
に

転
化
し

､

資
本
に

対

す
る

階
級

意

識
を

育
成
し

､

ま

た

生

産
手
段
の

社
会
化
が

､

ま

す

ま

す
広
範
な

社
会
的

必

関
連
の

も

と
で

使
用
さ
れ

る

生

産
手
段
を

生

み

だ

す
こ

と

に

よ
っ

て
､

私

的
所
有
と

の

矛
盾
を

激
化
し

て

い

く

と

さ

れ
る

｡

つ

づ

く

第
二

章
は

､

労
働
の

社
会
化
の

結
果
と

し

で

の

労
働
の

特
質
を

､

資
本
主
義
の

場
合
と

共
産
主

義
の

場
合
と

で

比

較
検
討
し

で
､

労
働
の

社

会
化
の

歴
史
的
意
義
を

明

ら

か

に

し
よ

う
と

す
る

｡

ま

ず
資
本
主

義
の

も

と

で

の

労
働
の

社
会
化
を

､

そ
の

基
本
的
内
容
を

な

す
と

さ

れ

る

山

生

産

手
段
の

労
働
者
か

ら
の

分
離

､

凪

賃
労
働
の

生

成
､

㈱

労
働
の

疎
外

､

仙

人

間
関
係
の

物
象
化
と
い

う

四
つ

の

視
点
か

ら

考
察
し

､

資
本
主
義
の

も

と

で

の

労
働
の

社
会
化
ほ

､

そ
の

内
容
と

広
が

り

に

お
い

て

不

十
分
な

も

の

で

し

か

あ

り

え

ず
､

ま
た

そ
れ

が

人

間
関
係
の

物
象
化
の

原
因
と

も

な

る

が
､

同
時
に

直
接
的
人

間
関
係
の

形
成
の

た

め
の

前

提
と

も

な
る

と

い

う
マ

ル

ク

ス

の

複
眼
的
な

視
点
の

存
在
が

指
摘
さ

れ
る

｡

つ

い

で

共
産
主

義
の

も
と

で

の

労
働
の

あ

り

方
を

､

労
働
者
と

生

産
手
段
と
の

社
会
的
規

模
で

の

再
結
合
に

ょ

る

直
接
的
に

社
会
的
な

労
働
の

措
定
と

普
遍
的
労
働

の

形
成
と

い

う
二

点
に

お
い

て

把
え

､

社
会
的
労
働
の

措
定
に

つ

い

て

ほ
､

そ

れ
が

資
本
主
義
以

来
の

労
働
の

社
会
化
の

完
遂
で

あ

る

こ

と

を

指
摘
し

た

後
､

現
在
学
界
で

論
議
さ

れ
て

い

る
マ

ル

ク

ス

の

い

う

再

建
さ

れ

る

｢

個
人
的
所
有
+

の

問
題
に

論
及
し

､

そ

れ

は

｢

社

会

化
さ

れ

た

労
働

者
+

が

｢

社
会

化
さ

れ

た

生

産
手
段
+

に

対
し

て

と

り

結
ぶ

関

係
行
為
を

個
人
と
い

う

視
点
か

ら

規
定
し
た

概
念
に

ほ

か

な

ら

な
い

と

す
る

｡

他
方

､

普
遍
的
労
働
の

形
成
に

つ

い

て

は
､

ま

ず
普
遍
的
労
働
と

は

何
か

を

問
題

と

し
､

そ

れ

を

労
働
対

象
･

労
働
手
段
に

つ

い

て

研
究

･

発
見
し

､

ま
た

新
し
い

技
術
的
装
置
を

発
明

す
る

労
働
と

す
る

見
解
を

不

十
分
な

も
の

と
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メ
丁

ノ

し
て

批
判
し

､

労
働
そ

の

も

の

を

も

対

象
と

す
る

科
学
的
労
働
と

規
定
す

る
｡

つ

い

で

直
接
的
労
働
が

普
遍
的
労
働
に

転
化
す
る

過
程
を

問
題
と

し
､

そ
の

過
程
で

労
働
者
が

も

は

や

生

産
過
程
の

主

作

用

因
で

な

く

な

り
､

｢

社
会
的
活
動
の

組
合
せ
+

と

し

て

の

社
会
的
個
人
が

生

産
の

主
体
と

し

て

現
わ

れ
､

生

産
力
発
展
の

基

本
要
因
が

も

ろ

も

ろ
の

個
性
の

自
由
な

発

展
に

求
め

ら
れ

る

こ

と

に

な

り
､

多
面
的
な

欲
求
を

充
足
す
る

た

め

の

十

分
な

自
由
時
間
が

重

要
性
を

帯
び

､

｢

社
会
化
さ

れ
た

人

間
+

が

生

産
の

主
体
と

な
っ

て

｢

普
遍
的
労
働
+

を

営
む

と
こ

ろ
に

人
間
の

自
由
の

条
件

が

見
出
さ

れ

る

と

す
る

｡

第
三

章
は

労
働
の

社
会
化
と

労
働
運
動
と

の

関
連
を

問
題
と

し
､

マ

ル

ク

ス

に

と
っ

て

社
会
主
義
の

本
質
規
定
は

､

従
来
理

解
さ

れ

て

き

た

よ

う

に

社
会
主
義
的
所
有
の

問
題
に

あ

る

よ

り

ほ
､

む
し

ろ
そ
の

基

礎
を

な

す

｢

労
働
の

社
会
化
+

､

よ

り

具
体
的
に

ほ

｢

共
同
的
な

､

直
接
的
に

社

会

化
さ

れ

た

労
働
+

の

全
社
会
的
規
模
で

の

実
現
に

あ

り
､

生

産
手
段
の

社

会
的
所
有
ほ

､

こ

の

目

的
を

実
現
す
る

た

め

の

条
件
に

す
ぎ

ず
､

こ

の

目

的
と

条
件
と

を

転
倒
す
る

こ

と

ほ
､

｢

古
い

唯
物
論
+

へ

逆
戻

り

す

る

こ

と

だ

と

さ

れ

る
｡

こ

う
し
て

人
間
的
歴
史
形
成
の

根
本
的
契
機
を

労
働
に

お
い

て

把
握
す
る
マ

ル

ク

ス

に

と
っ

て
､

労
働
運
動
と

は
､

そ
の

も
っ

と

も

基
本

的
な

原
理
に

お
い

て
､

人
間
を
し

て

真
の

人

間
的
存
在
た

ら
し

め

る

た

め
の

人
間
に

よ

る

意
識
的
運
動
に

ほ

か

な

ら

な
い

と
さ

れ

る
｡

第
二

部
ほ

､

資
本
に

よ

る

労
働
の

社
会
化
の

過

橿
と

労
働
運
動
と

の

関

連
の

解
明
に

あ
て

ら
れ

て

お

り
､

ま

ず
第
四

革
で

は
､

現
行
『

資
本
論
』

が
､

賃
労

働
論
と

い

う
見
地

か

ら

み

た

場
合
限

界
が

あ
る

こ

と

を

指
摘
し

た

後
､

賃
労
働
論
考
察
の

視
点
と

方

法
と

ほ
､

『

資
本
論
』

に

み

ら

れ

る

l

/

▲

.

′

′

▲′

…ル

▲

サ

賃
労
働
の

生

成
･

発
展
に

関
す
る

発
生

学
的
な

展
開
の

な
か

か

ら

賃
労
働

の

論
理
を

読
み

と

る
こ

と

に

あ
る

べ

き

だ

と

す
る

｡

つ

い

で

資
本
に

よ

る

労
働
の

社
会
化
の

論
理
を

､

一

方
で

は

仙

労
働
の

社
会
的
組
織
化
に

よ

る

生

産
力
の

発
展
と

い

う

労
働
過

程
視
点

､

必

労

働
の

資
本
へ

の

従
属
化
と

い

う
剰
余
価
値
視
点

､

胤

労
働
過
程
と

剰
余

価
値
生

産
と

の

矛
盾
と

そ

の

揚
棄
と
い

う
変
革
視
点
と
い

う
三
つ

の

視
点
と

､

他
方
で

ほ

本
渡
的
蓄
積

､

協
業

､

分

業
に

基
づ

く

協
業

､

機
械
制
大
工

業
と
い

う
四
つ

の

歴
史
的
段

階
と

に

即
し
て

考
察
し
て

い

る
｡

第
五

章
で

は
､

レ

ー

ニ

ン

の

｢

労
働
の

社
会
化
+

論
を

と

り

あ

げ
､

そ

の

特
質
は

､

資
本
主
義
の

社
会
主
義
へ

の

転
化
の

物
質
的
可
能
性
を

現
実

性
に

転
化
さ
せ

る

主
体
的
要
因
を

克
明
に

追
求
し
た

点
に

あ

る

と

し
､

レ

ー

ニ

ン

が

挙
げ
る

､

労
働
の

社
会
化
が

現
わ
れ

る

七
つ

の

過
程
つ

ま

り

山

巨
大
市
場
の

形
成
と

生

産
の

社
会
化

､

血

生

産
の

集
積

､

榔

人

格
的
隷
属

の

駆
逐
と

自
由
な

賃
労
働
者
の

創
設

､

仙

住
民
の

移
動
性

､

㈲

農
業
人

口

の

減
少
と

大
産
業
中
心

地
の

増
加

､

㈲

中
世
的
な

地

方
的
身
分
的

結
合
に

代
る

全
社
会
の

階
級
へ

の

編
成

､

m

生

産
の

性
格
の

根
本
的
な

改

変
と

階

級
意
識
の

形
成
と
い

う
七
つ

の

過
程
に

つ

い

て

そ

れ

ぞ

れ

考

察
を

加
え
る

こ

と
に

よ
っ

て
､

労
働
の

社
会
化
の

結
果
と

し

て

資
本
主
義
は

社
会
主
義

へ

不

可
避
的
に

転
化
す
る

と
い

う
命
題
の

内
容
を

明

ら

か

に

し
て

い

る
｡

つ

い

で

社
会
主
義
運
動
に

と
っ

て

の

労
働
の

社
会
化
の

意
義
を
レ

ー
ニ

ン

に

即
し

て

考
察
し
､

資
本
主
義
を

通

じ
る

労
働
の

社
会

化
で

は

な

く
､

共

.

同
体
を

通
じ

る

労
働
の

社
会
化
を

主
張
す
る

ナ

ロ

ー

ド
ニ

キ
､

労

働
の

社

会
化
の

歴
史
的
意
義
を

認
識
し

な
い

無
政
府
主

義
､

資
本
家
か

ら
の

生

産

■7

手
段
の

没
収
の

み

を

強
調
し

､

社
会
化
に

は

組
織
能
力
が

必

要
で

あ

る

こ

β
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と

を

知
ら

な
い

｢

左

翼
主

義
+

､

こ

れ

ら
に

対

す
る

レ

ー

ニ

ン

の

批
判

を

考
察
し

て
､

資
本
に

ょ

る

労
働
の

社
会
化
が

､

資
本
主
義
社
会
崩
壊
の

基

本
要
因
で

あ

る

ば

か

り

か
､

社
会
主
義
社
会
建
設
の

基
本
要
因
に

転
化
し

う
る

こ

と

を

示

す
の

で

あ

る
｡

第
三

部
は

､

帝
国
主
義

段
階
に

お

け
る

労

働
の

社
会
化
と

労
働
運
動
と

の

関
連
の

解
明
に

あ

て

ら

れ
､

ま

ず
第
六

章
で

は
､

レ

ー

ニ

ン

の

『

帝

国

主
義
論
』

が
､

帝
国
主
義
の

十
全
な

備
系
的
叙
述
と

し

て

は

未
完
の

作
品

で

あ
り

､

レ

ー

ニ

ン

の

帝
国
主
義
論
体

系
は

､

経

済

分

析
(

独

占

資

本

論
)

･

政
治
イ

デ
オ

ロ

ギ
ー

分

析
(

寄
生

性

論
)

･

歴

史

的
限

界

性
分

析

(

死
滅
性
論
)

の

三

部
構
成
か

ら

な
る

も
の

と

し
､

労
働
運
動
論
を

､

基

本
的
に

は

第
二

の

政
治
イ

デ

オ
ロ

ギ

ー

分
析
に

位
置
づ

け
､

ま

ず
帝
国
主

義
の

寄
生

性
の

意
味
を

明

ら

か

に

し
､

そ

の

国
内
へ

の

反
映
と

し
て

､

独

占
的
高
利
潤
に

よ

る

プ

ロ

レ

タ
リ

ア

ー

ト

上

層
部
の

買
収
に

よ
っ

て

労
働

運
動
に

分
裂

･

対

立

が

発
生

す
る

こ

と

を

序
論
的
に

考
察
し
､

つ

づ

く

第

七

草
で

は
､

帝

国
主
義
段
階
に

お

け
る

労
働
の

社
会
化
と

労
働
運
動
と

の

関
連
を
レ

ー

ニ

ン

に

即
し
て

考
察
し

､

帝
国
主
義
段
階
に

お
い

て

労
働
の

社
会
化
が

い

か

な
る

特
質
を

帯
び

る

か

を

示
め

し

て

い

る

が
､

そ
こ

に

は

労
働
運
動
の

体

制
化
と
い

う
意
味
で

の

｢

労
働
の

社
会
化
+

と
い

う
問
題

が

内
包
さ

れ

て

い

る

と
さ

れ
る

｡

第
八

草
は

､

労
働
運
動
を

条
件
づ

け
る

帝
国
主
義
の

政
治
的
特
質
を

問

題
と

し
､

レ

ー
ニ

ン

に

ょ
っ

て

民

主
主
義
か

ら

政
治
的
反
動
へ

の

転
換
が

そ

の

特
質
と

さ

れ
て

い

る

が
､

し

か

し
こ

の

こ

と

は
､

帝
国
主
義
が

民

主

主
義
を

全
く

排

除
す
る
こ

と

を

意
味
せ

ず
､

む
し

ろ

民
主
主
義
と

反
動
と

の

矛
盾
が

激
化
す

る
こ

と

を

意
味
し

､

そ

こ

か

ら

帝
国
主
義

段
階
に

お

け

る

民
主
主
義
運
動
に

特
別
の

意
義
が

生

じ
る

こ

と

を

示

し
､

労
働
者
階
級

朗
一
′

▲

に

よ

る

生

産
の

社
会
化
と

そ

の

民
主
主

義
的
な

組
織
化
と

が

密
接
に

関
連

し

て

く
る

と

す
る

｡

つ

い

で

労
働
運
動
に

と
っ

て

大
き

な

障
害
を

な

す

帝

国
主
義
国
家
機
構
の

肥
大
化
と

そ

れ
へ

の

労

働
者
階
級
の

隷
属
に

つ

い

て

論
じ

ら

れ
て

い

る
｡

第
九

章
は

主
に

労
働
貴
族
に

つ

い

て

論
じ

､

そ
れ

に

関
す
る

最
近
の

諾

見
解
を

大
き

く

四
つ

に

分

類
整
理

し
､

そ

れ

ぞ

れ
の

見
解
が

､

レ

ー

ニ

ン

の

労
働
貴
族
論
に

つ

い

て

の

異
な
っ

た

理

解
を

前
提
に

し
て

い

る

と

し
て

､

レ

ー

ニ

ン

に

即
し

て

次
の

よ

う
に

論
じ
て

い

く
｡

つ

ま
り

労
働
貴
族
の

発

生

に

つ

い

て

は
､

｢

政
治
的
自
由
+

の

存
在
が

､

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

ジ

ー

に

と

っ

て

労
働
貴
族
の

必

要
性
を

生

み

だ

す

要
因
で

あ
り

､

そ
の

国
の

経
済
的

優
位
性
が

､

労
働
貴
族
の

実
現
を

経
済
的
に

可
能
に

す
る

要
因
だ

と

し
､

前
者
に

つ

い

て

は
､

｢

政
治
的
自
由
+

が
､

､
そ
の

内
包
す
る

矛

盾
に

よ
っ

て

｢

自
由
主
義
的
労
働
者
政
治
+

を

生

み

だ

す

政
治
的
基
盤
と

な

る

こ

と

を

示

し
て

い

る
｡

こ

こ

に

言
う
｢

自
由
主
義
的
労
働
者
政
治
+

と

は
､

著

者
に

よ

れ

ば
､

労
働
運
動
を

主
と

し
て

労
働
組
合
運
動
に

引
下
げ
る

傾
向

を

さ

し
て

い

る
｡

こ

れ

に

関
連
し
て

著

者
ほ

､

更
に

労
働
貴
族

･

労
働
官

僚
･

資
本
家
階
級
の

労
働
副
官
と
い

う
三

つ

の

概
念
の

相
互

連
関
を

問
い

､

労
働
貴
族
を

自
由
主
義
的
労
働
者
政
治
を

支
え
る

社
会
的
基
盤

､

後
の

二

者
を
こ

の

政
治
の

実
践
者
と

規
定
し

､

労
働
官
僚
を

労
働
運
動
の

指
導
者

が

官
僚
化
し
た

も

の
､

資
本
家
階
級
の

労
働
副
官
を

､

労
働
運
動
内
部
の

ブ

ル

ジ
ョ

■
ヮ

ジ

ー

の

手
先
と

規
定
し
て

い

る
｡

つ

ぎ
に

労
働
貴
族
層
の

発
生

の

問
題
に

関
連
し
て

､

レ

ー

ニ

ン

は

労
働

貴
族
の

発
生
を

可
能
に

す

る

経
済
的

要
因
と

し
て

独
占
的
高
利
潤

一

般
を
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あ

げ
て

お

り
､

そ
れ

を

植
民
地

搾
取
に

限
定
し
て

い

な
い

こ

と

を

指
摘
し

､

多
く
の

論
者
が

そ
の

点
を

誤
解
し

､

間
違
っ

た

批
判
を
レ

ー

ニ

ン

に

加
え

て

き

た
こ

と

を

明

ら
か

に

し
て

い

る
｡

つ

い

で

い

わ

ゆ
る

｢

買
収
+

の

概

念
に

論
及

し
､

そ

れ
は

個
人
の

主
観
的
な

意
図
や

行
為
を

指
す
の

で

は

な

く
､

社
会
的
客

観
的
な

意
味
で

用
い

ら
れ

て

お

り
､

｢

買
収
+

の

方

法
に

ほ

政
治
的
特
権
や

社
会
的
地

位
の

授
与
も

含
ま

れ

る

こ

と
､

ま

た

｢

買

収
+

の

対

象
は

種
々

の

社
会
層
に

わ
た

る

こ

と

を

明
ら

か

に

し
て

い

る
｡

こ

の

第
九
章
で

は
､

さ

ら
に

レ

ー

ニ

ン

の

社
会
排
外
主
義

批
判
と

､

そ

れ

と

関
連
し

て
､

社
会
排
外
主
義
と

国
際
主
義
と

の

間
を

動
揺
す
る

｢

中
央

沢
+

的
潮
流
に

対

す
る

レ

ー

ニ

ン

の

批
判
と

が

考
察
さ

れ
て

い

る
｡

第
一

〇
革
は

､

ま

ず
レ

ー

ニ

ン

が

マ

ル

ク

ス

･

エ

ン

ゲ
ル

ス

の

労
働
運

動
論
を

ど

の

よ

う
に

継
承
し
た

か

を

問
い

､

レ

ー

ニ

ン

が
､

山

独

占
と

日

和
見
主
義
の

問
題

､

掛

労
働
者
大

衆
の

組
織
化
の

問
題

､

胤

労
働
運
動
と

社
会
主
義
と
の

結
合
の

必

要
性
の

問
題
と

い

う
三
つ

の

問
題
群
に

つ

い

て
､

マ

ル

ク

ス

と
エ

ン

ゲ
ル

ス

の

見
解
を

継
承
し
て

い

る
こ

と

を

明

ら
か

に

し
､

さ

ら
に

こ

の

継
承
し

た

論
点
を

､

レ

ー

ニ

ン

が
い

か

に

発
展
さ

せ

た

か

を

考
察
し
て

い

る
｡

つ

ま

り
レ

ー

ニ

ン

ほ
､

労
働
運
動
と

社
会
主
義
と
の

結

合
を

｢

社
会
民

主
主
義
運
動
+

と

規
定
し

た

が
､

そ

れ

は
､

労
働
組
合
運

報

動
か

社
会
主
義
運
動
の

い

ず
れ

か
の

枠
内
に

と

ど

ま
る

も

の

で

な

く
､

両

者
の

結
合
と

し

て

革
命
を

め

ざ

す

運
動
で

あ
っ

た

と

す
る

｡

さ

ら

に

ロ

シ

ア

革
命

後
の

労
働
運
動
に

論
及
し

､

第
三

イ
ン

タ

ナ

シ

ョ

ナ

ル

第
一

回

大

1

.

′

･

一

′

√

丁
㍉

き
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会
の

決

議
に

お

け
る

｢

新
し
い

プ
ロ

レ

タ

リ

ア

民

主
主
義
の

政
治
的
お

よ

び

歴
史
的
必

然
性
の

歴
史
的
意
義
+

と
い

う
命
題
を

検
討
す
か

r

∵

と

を

通

し
て

､

ソ

グ
エ

ト

権
力
の

歴
史
的
任
務
に

関
す
る

レ

ー

ニ

ン

の

見
解
を

考

察
し

､

プ

ロ

レ

タ

リ

ア

民

主
主
義
へ

の

大
衆
の

支
持
を

獲
得
す
る

に

は
､

い

か

に

反
動
的
な

覿
織
で

も
､

そ
こ

に

大
衆
が

い

る

限
り

､

そ

れ

に

参
加

す
る

こ

と

が

共
産
主
義
者
の

義
務
だ
と

レ

ー

ニ

ン

が

考
え
て

い

た
こ

と

を

明
ら
か

に

し

て

い

る
｡

第
一

一

章
は

､

労
働
運
動
の

究
極
目
標
に

関
す
る

マ

ル

ク

ス

と
レ

ー

ニ

ン

と
の

見
解
の

関
連
を

問
題
と

し
､

ま

ず
第
三

イ
ン

タ

ナ
シ

討

ナ
ル

の

歴

史
上
の

地

位
に

関
す
る

レ

ー
ニ

ン

の

見
解
を

考
察
し

た

後
､

労
働
者

階
級

の

権
力
は

二

重
の

任
務
つ

ま

り

旧

支
配
階
級
の

反
抗
の

鎮
圧
と
い

う

任
務

と

同
時
に

よ

り

本
質
的
な

任
務
と

し
て

､

生

産
の

社
会
化
に

よ

る

大

規
模

な

社
会
主
義
的
生

産
を

組
織
し

実
現
す

る

任
務
を

帯
び

る

こ

と
､

そ

し
て

こ

の

新
し
い

労
働
組
織
を

基
礎
と

し
て

プ

ロ

レ

タ
リ

ア

ー

ト

民
主
主
義
が

実
現
さ

れ
る

が
､

そ

れ

は

社
会
主
義
に

お
い

て

再
建
さ

れ

る

｢

個
人

的
所

有
+

を

産
済
的
基
盤
と

す
る

も
の

だ

と

し
､

レ

ー
ニ

ン

は
､

マ

ル

ク
ス

の

社
会
主
義
規
定
に

さ

ら
に

政
治
的
上

部
構
造
の

問
題
を
つ

け

加
え

､

社
会

主
義
を

､

民

主
主
義
の

完
遂
と

新
し
い

社
会
的
労
働
組
織
の

確
立
と

し

て

把
握
し

た

と

結
論
す
る

｡

二

本
論
文
の

評
価

本
論
文
の

概
要
は

以

上
の

如
く

で

あ

る

が
､

そ
の

す
ぐ
れ

た

特
徴
は

次

の

点
に

あ

る

と

考
え

ら

れ
る

｡

第
一

に
､

著
者
は

､

マ

ル

ク

ス

と
レ

ー

ニ

ン

が

そ
の

歴
史
観
を

基
礎
に

し

て

労
働
運
動
論
を
い

か

に

展
開
し

て

い

っ

た

か

を

文
献
的
に

広
く

考
察

し

て
､

唯
物
史

観
と

労
働
運
動
論
と

の

関
連
い

か

ん

と
い

う
従
来
取
上

げ

▲q
U

ら
れ

る

こ

と
の

少
な
か

っ

た

原
理

的
な

問
題
に

取
組
み

､

し
か

も
マ

ル

ク

此
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ス

･

レ

ー

ニ

ン

の

歴
史
観
と

労
働
運
動
論
と

を
一

貫
し
て

貫
き

､

か

つ

両

者
を

結
び
つ

け

る

理

論
的
結
節
点
を

､

も
っ

と

も

基
礎
的
な

理

論
的
範
疇

た

る

｢

労
働
の

社
会
化
+

と

い

う
概
念
に

求
め

､

そ
の

展
開
を

基
軸
と

し

て

マ

ル

ク

ス

･

レ

ー

ニ

ン

の

労
働
運
動
論
の

体
系
化
を

試
み

て

い

る

が
､

こ

れ

は

独
創
的
な

試
み

と

評
価
で

き
る

｡

そ

の

う
え

｢

生

産
の

社
会
化
+

｢

生

産
手
段
の

社
会
化
+

｢

労
働
の

社
会
化
+

と
い

う
従
来
言

及
さ

れ

る

こ

と

は

あ
っ

て

も

深
く

究
明
さ

れ
る

こ

と

の

な

か
っ

た

諸

概
念
を

､

マ

ル

ク

ス

や
レ

ー

ニ

ン

の

諸
文
献
を

広
く

渉
猟
し

て

明

確
に

す
る
こ

と
に

著
者

な
り

に

成
功
し

て

い

る
｡

第
二

に
､

レ

ー

ニ

ン

の

労
働
運
動
論
を

帝
国
主
義
論
体

系
に

位

置
つ

け
､

そ

う
す
る
こ

と

に

よ
っ

て

帝
国
主
義
論
体
系
に

お

け
る

政

治
･

イ

デ

オ
ロ

ギ

ー

論
の

一

層
の

展
開
を

は
か

り
､

そ

の

内
容
を

充
実
さ

せ
て

い

る

点
､

な

か

で

も

労
働
貴
族
に

関
す
る

従
来
の

諸
説
の

批
判
的
検
討
を

通
し
て

の

著
者
の

見
解
の

提
示

に

は

訊

得
力
も

あ

り

注
目
に

価
す

る
｡

第
三

に
､

マ

ル

ク

ス

と
レ

ー

ニ

ン

の

労
働
運
動
論
を

一

つ

の

理

論
体
系

に

総
合
す
る

こ

と

が

意
図
さ

れ
て

お

り
､

そ
の

際
既
往
の

諸
研
究
を
ふ

ま

え
た

う
え
で

そ

れ
に

と

ら

わ

れ

ず
､

あ

く

ま
で

も

原
典
に

即
し

な

が

ら
マ

ル

ク

ス

主
義
を

主
体

的
に

把
え

直
す
こ

と

が
一

貫
し

て

追
求
さ

れ
て

お

り
､

そ

の

こ

と

が
､

著
者
の

理

論
構
成
を

特
色
づ

け
､

教
条
的
な

把
握
に

陥
る

こ

と

を

防
い

で

い

る
｡

本
論
文
は

､

以
上

三

点
に

お
い

て

学

界
に

対

し
て

一

定
の

貢
献
を

な

す

も
の

と

評
価
で

き
る

が
､

他
面

､

欠

陥
と

し
て

ほ

次
の

点
を

指
摘
し

う
る

と

思
わ

れ
る

｡

第
一

に
､

す

ぐ
れ

た

特
徴
と

し

て

さ

き

に

あ

げ
一た

第
三

の

点
､

つ

ま

り

マ

ル

ク

ス

主
義
を

主
体
的
に

把
え

直
そ

う
と

す
る

著
者
の

一

貫
し

た

姿
勢

詔
一

⊥

が
､

逆
に

客
観

的
現
実
の

展
開
が

は

ら

む
い

わ
ば

陰
の

部
分
を

軽
視
し

､

そ
れ

を
バ

ラ

色
に

え

が

き

す

ぎ
る

き

ら
い

が

あ
る

｡

第
二

に
､

第
四

章
で

資
本
に

よ

る

労
働
の

社
会
化
の

過
笹
を

論
じ

る

に

当
っ

て
､

『

資
本
論
』

第
一

巻
の

み

が

対

象
と

し

て

取
上

げ
ら

れ

て

い

る

た

め
､

そ
こ

で

ほ
､

工

場
に

お

け
る

生

産
手
段
と

労
働
力
と
の

集

積
･

集

中
と

い

う
部
分
的
な

社
会
化
現
象
し
か

把
握
さ

れ

て

い

な
い

結
果
と

な
っ

て

い

る

よ

う
に

思
わ

れ

る
｡

第
三

に
､

本
論
文
は

､

マ

ル

ク

ス

や
レ

ー

ニ

ン

の

諸
原

典
に

現
わ

れ
る

も

ろ
も

ろ
の

概
念
の

解
明

を

意
図
し
て

い

る

が
､

な

か

に

は

必

ず
し

も

説

得
的
で

な
い

説
明
が

あ

る
｡

た

と

え

ば
､

第
二

章
で

､

共
産
主
義
社
会
の

も
と

で

実
現
さ

れ

る

普
遍
的
労

働
を

､

人

間
が

生

産
過
程
を

対

象
と

し
て

営
む

科
学
的
労
働
と

規
定
し

､

ま

た

社
会
主
義
の

も

と

で

再

建
さ

れ

る

｢

個
人

的
所
有
+

ほ
､

｢

社
会

化
さ

れ

た

労
働
者
+

が

｢

社
会

化
さ

れ

た

生

産
手
段
+

に

対
し

て

と

り

結
ぶ

関
係
行
為
を

個
人
と
い

う
視
点
か

ら

規

定
し
た

概
念
だ

と

し

て

い

る

が
､

こ

れ

ら
の

説
明
は

必

ず
し

も

説
得

的
で

な
い

｡

ま
た

第
七

草
第
二

節
で

､

労
働
運
動
の

体
制
下
と
い

う

意
味
で

の

｢

労
働
の

社
会
化
+

と
い

う
こ

と

が

言
わ

れ
て

い

る

が
､

こ

れ

は
い

わ

ば

問
題

提
起
に

終
っ

て

お

り
､

十
分
な

展
開
が

な
い

た

め

理

解
し

に

く
い

も

の

と

な
っ

て

い

る
｡

三

結

論

以

上

の

よ

う
な

欠
陥
が

あ

る

に

も

か

か

わ

ら

ず
､

審
査

員
は

､

全
体
と

し
て

､

労
働

運
動
論
の

原
理

的
考
察
と

し
て

独
自
の

領
域
を

開
拓
し

た

す

ノ

ー

′

〆
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､

ぐ
れ

た

労
作
で

あ
る

と

考
え

､

こ

れ

に

積
極
的
な

評
価
を

与
え

て

よ
い

も

果
を

あ

わ

せ
て

考
え
て

､

著
者
が

一

橋
大
学
社
会
学
博
士
の

学
位
を

う
け

の

と

考
え

る
｡

る

に

十
分
低
い

す
る

も
の

と

判
断
す
る

｡

よ
っ

て
､

わ

れ

わ

れ

審
査
員
は

､

著
者
に

た
い

す
る

所
定
の

試
験
の

結

昭

和
五

十
一

年
九
月
二

十
九
日




