
ユ

レ

ー
ニ

ン

の

イ

ギ

リ

ス

労
働
運
動

論

→(

( 2 7 ) レ ー ニ ン の イ ギ ワ ス 労働運 動論 ( 一 )

→
日

和

見

主

義
に

た

い

す
る

闘

争
と

切
り

は

な

せ

な
い

よ

う
に

結
び

つ

け

ら

れ

な
い

な

ら
ば

､

帝
国
主
義
に

た

い

す

る

闘
争
ほ

､

空
文

句
か

欺
瞞
で

あ

る
+

(

レ

ー

ニ

ン

｢

プ

ロ

レ

タ

リ

ア

革
命
の

軍
事

綱
領
+

一

九
一

六

年
)

｡

イ

ギ

リ

ス

の

労
働
運
動
に

か

ん

す
る

レ

ー

ニ

ン

の

論
述
は

､

彼

の

書
い

た

諸
々

の

論
文
に

断
片

的

な
か

た

ち

で

存
在
す
る

｡

本
論

文
は

､

こ

れ

ら
の

断
片
的

言

辞
を

整
理
し

て
､

レ

ー

ニ

ン

の

イ

ギ

リ

ス

労
働
運

動

論
の

統
一

像
を

ま

と
め

あ

げ

る

こ

と

を

目

的
と

す

る

も

の

で

あ

る
｡

本
論
文

ほ

主

と

し
て

次
の

三

つ

の

部
分
よ

り

構

成
さ

れ

る
｡

一

､

序
論

｡

レ

ー

ニ

ン

の

イ

ギ

リ

ス

労
働
運
動

論
は

､

彼
の

思

富

沢

賢

治

想
体

系
の

な
か

で
､

ま

た
､

マ

ル

ク

ス

お

よ
■
び
エ

ン

ゲ

ル

ス

の

イ

ギ

リ

ス

労
働

運
動
論
と

の

関

連
で

､

ど
の

よ

う
に

位
遣
づ

け

ら
れ

る

か
､

と
い

う

問
題
を

考
察
す

る

部
分

(

本

稿
は

こ

の

序

論

的

部

分
に

あ

た

る
)

｡

二
､

本
論

｡

レ

ー

ニ

ン

の

イ

ギ

リ

ス
.
労
働
運

動
論
を

､

そ

の

内

容
か

ら
み

て
､

時
期

区

分
し

､

各

時
期
ご

と
に

論
点
を

整
理

し
､

捷
示

す
る

部
分

(

以

下
､

次

稿
)

｡

三
､

結
論

｡

二

の

部
分
で

年
代

順
に

提
示
さ

れ

た

諸
論
点

を

稔

括
し

､

論
理

的
に

再
構
成
し

､

レ

ー

ニ

ン

の

イ

ギ

リ

ス

労
働
運

動

諭
の

統
一

像
を

捷
示

す
る

部
分

｡
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-

レ

ー

ニ

ン

に

お

け

る

イ

ギ

リ

ス

労
働
運

動
論
の

位

置

レ

ー

ニ

ン

は

ど
の

よ

う
な

視
点
か

ら
イ

ギ

リ

ス

の

労
働
運

動
を

問
題
と

し

た

か
｡

彼
に

と
っ

て

イ

ギ

リ

ス

の

労
働
運

動
は

い

か

な

る

意
義
を

も

つ

も
■
の

で

あ
っ

た

か
｡

イ

ギ

リ

ス

労
働

運

動
論
は

､

彼
の

思

想

体

系
の

な
か

で
､

ど
の

よ

う

な

位

置
に

お

か

れ

て

い

る

の

か
｡

わ

れ

わ

れ

は
､

こ

の

よ

う

な

問
題
を

考
察
す

る

こ

と
か

ら

は

じ

め

よ

う
｡

1

レ

ー

ニ

ン

の

イ

ギ

リ

ス

労
働
運

動

論
の

中
心

テ

ー

マ

な
に

が

レ

ー

ニ

ン

の

イ

ギ

リ

ス

労
働
運

動
論
の

中

心

テ

ー

マ

を

構
成
し

て

い

る

か

と

い

う
問

題
は

､

彼
の

時
代

認

識
と

無
関
係
に

論
じ

え

な
い

｡

そ

こ

で
､

わ

れ

わ

れ

は
､

彼
の

イ

ギ

リ

ス

労
働
運

動
論
の

中
心

テ

ー

マ

を

明

ら
か

に

す

る

と

い

う

目

的
の

た

め
に

､

ま

ず
､

レ

ー

ニ

ン

の

現

代
史

認

識
を

考
察
す

る

こ

と
か

ら
は

じ
め

よ
ゝ

つ
0

レ

ー

ニ

ン

は

自
己
の

属
す
る

時
代

を

ど
の

よ

う
な

時
代

と

し
て

認

識
し

て

い

た

か
｡

周

知
の

よ

う
に

彼
は

そ

れ

を

｢

資
本

主

義
の

最
高
の

段
階
と

し
て

の

敵
国
主

義
+

の

時

代
と

規
定

し
た

｡

と
こ

ろ

で
､

帝
国
主

義
の

時
代

は
､

国
際
労

働
運

動
史
の

観
点
か

ら
す

れ

ば
､

第
二

お

よ

び

第
三

イ

ン

タ

ナ

シ

ョ

ナ

ル

の

時
代
で

も

あ
っ

β3

た
｡

そ

し
て

第
三

イ

ン

タ

ナ

シ

ョ

ナ

ル

を

代

表
す
る

レ

ー

ニ

ン

は
､

彼
の

時
代
を
つ

ぎ
の

よ

う
に

｢

世

界
史
の

新
し

い

時
代
+

の

は

じ

ま

り
と

規
定
す

る
｡

､

｢

第
三

共

産
主

義
イ

ン

タ

ナ

シ

ョ

ナ

ル

の

世

界
史
的
意
義
は

､

マ

ル

ク

ス

の

も
っ

と

も

偉
大

な
ス

ロ

ー

ガ

ン

､

『

社

会

主

義
と

労

働
運

動
の

一

〇

〇
年
の

発
展
を

絵
括
す

る

ス

ロ

ー

ガ

ン

』
､

プ

ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト

の

独

裁
と
い

う
概
念
に

言
い

あ

ら
わ

さ

れ

る

ス

ロ

ー

ガ

ン

を
､

現

実
化
し

は

じ

め

た

こ

と

に

あ

る
｡

こ

の

天

才

的
な

予

言
､

こ

の

天
才
的
な

理

論
ほ

､

現

実
と

な

り
つ

つ

あ

る
｡

世

界
史
の

新
し
い

時
代
が

ほ

じ
ま

っ

た
｡

人

類
は

､

奴
隷
制
の

最
後
の

形

態
､

す

な

わ

ち

資
本

主

義
的

奴

隷
制
ま

た

ほ

貸
金

奴

隷

制
を
か

な

ぐ

り

す
て

つ

つ

あ

る
｡

人

類
は

奴
隷
制
か

ら

自

己

を

解

放
す
る

こ

と
に

よ
っ

て
､

は

じ

(

1
)

め
て

真
の

自
由
に

う
つ

り

つ

つ

あ

る
｡

+

こ

の

よ

う
に

レ

ー

ニ

ン

は
､

プ

ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト

の

独

裁
と
い

ぅ
ス

ロ

ー

ガ

ン

が
､

ロ

シ

ア

革
命
の

成

功
と

第
三

イ

ン

タ

ナ

シ

ョ

ナ

ル

の

創
設

と
に

よ
っ

て
､

現

実
化
し

は

じ

め

た

点

を

重

視
し

､

こ

こ

に
､

人

類
史
と
い

う

巨

視
的
な

観
点

か

ら

す

る

｢

世

界
史
の

新
し

い

時
代
+

の

は

じ

ま
り

を

宣

言

す

る
｡

マ

ル

ク

ス

は
､

『

経

′

)

-

一
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( 2 9 ) レ
ー ニ ン の イ ギリ ス 労働運 動論 ( 一

)

済
学

批
判
』

の

序
言
に

お

い

て
､

｢

人

間
社

会
の

前
史
+

は

ブ

ル

ジ

ョ

ア

的
生

産
様

式
の

時
代
と

と

も

に

お

わ

り

を
つ

げ

る
､

と
■
述

べ

て

い

る

が
､

レ

ー

ニ

ン

は
､

お

そ

ら

く
､

マ

ル

ク

ス

の

言

う
こ

の

｢

人

間
社

会
の

前

史
+

の

お

わ

り

と

照

応
す
る

意
味
に

お

い

て
､

こ

の

｢

世

界
史
の

新
し
い

時
代
+

の

は

じ

ま
り

と
い

う

言

葉
を

用

い

て

い

る

の

で

あ

ろ

う
｡

レ

ー

ニ

ン

の

歴
史
感
覚
か

ら

す

れ

ば
､

｢

奴

隷
制
+

か

ら
の

人

類
の

自
己

解

放
を

現

実
化

す

る

第
三

イ

ン

タ

ナ

シ

ョ

ナ

ル

の

創
設
は

､

｢

人

間
社

会
の

前
史
+

か

ら

人

間
･
社

会
本
来
の

歴
史
へ

の

移
行
を

示

す
一

大
旦

巷
棟
と

解
さ

れ

た

の

で

あ

る
｡

で

ほ
､

｢

新
し
い

時
代
+

を

象
徴
す
る

こ

の

第
三

イ

ン

タ

ナ

シ

可

ナ

ル

は
､

第
一

イ

ン

タ

ナ

シ

ョ

ナ

ル

お

よ

び

第
二

イ

ン

タ

ナ

シ

胃

ナ

ル

と

の

関

連
で

､

レ

ー

ニ

ン

に

よ

り
､

ど
の

よ

う
に

位

置
づ

け

ら
れ

る

か
｡

彼
ほ

､

第
一

･

第
二
･

第
三

イ

ン

タ

ナ

シ

ョ

ナ

ル

の

そ

れ

ぞ

れ

の

歴

史
的
役
割
を

要
約
し
て

､

こ

う
書
い

て

い

る
｡

:

｢

第
一

イ

ン

タ

ナ

シ

ョ

ナ

ル

は
､

社
会

主

義
の

た

め
に

プ

ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト

の

国

際
的
闘

争
の

土

台

を

す
え

た
｡

第
二

イ

ン

タ

ナ

シ

■ヨ

ナ

ル

ほ
､

運

動
が

幾
多
の

国
で

広
範
に

大

衆
的
に

ひ

ろ

ま

る

地

盤
を

準
備
し

た

時

代
で

あ
っ

た
｡

第
三

イ

ン

タ

ナ

シ

ョ

ナ

ル

は

第
二

イ

ン

タ

ナ

シ

可

ナ

ル

の

活

動

の

成

果
を

摂

取
し

､

そ

の

日

和
見

主

義
的

､

社
会
排
外

主

義
的

､

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

的
､

小
ブ

ル

ジ

ョ

ワ

的
な

汚
点

を

と

り
の

ぞ

き
､

プ

ー

､

､

､

､

(

2
)

ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト

の

独

裁
を

実
現
し

ほ

じ

め

た
｡

+

こ

の

よ

う
に

レ

ー

ニ

ン

に

よ

れ

ば
､

第
一

イ

ン

づ

ナ

シ

亨

ナ

ル

(

一

八

六

四

卜
一

八
七
二

年
)

が

国

際
的
労
働
者

組
織
の

土

台
を

す

え
､

こ

の

土

台
の

う

え
に

第
二

イ
ン

タ

ナ

シ

｡

ナ

ル

(

一

八
八

九

-
一

九
一

四

年
)

は

国

際
的

労

働
運

動
の

幅
を

ひ

ろ

げ
て

い

っ

た

の

で

あ
る

が
､

そ

の

こ

と
は

同

時
に

､

革
命
的
水

準
の

低
下

と

日

和
見
主

義
(

社

会
排
外

主

義
は

レ

ー

ニ

ン

に

よ

り

日

和

見

主

義

の
一

転
化

形

態
と

し

て

と

ら

え

ら
れ

て

い

る

の

で
､

本
論
文
の

な

か

で

今

後
､

両

者
の

質
の

同
一

性
が

問
題
で

あ

ヶ
､

両

者
の

形

態

の

差

異
が

特
別
に

問
題
と

な

ら
な

い

と
こ

ろ
で

は
､

社

会
排
外

主

義
は

日

和
見
主

義
に

内

包
さ

れ

る

概
念
と

し

て

表
現
さ

れ

る
)

の

強

化
と

い

う

欠

陥
を

伴
わ

ず
に

は

い

な
か

っ

た
｡

こ

の

欠

陥
と
の

闘
争
お

よ

び

各
国
で

こ

の

闘

争
を

組
織
す

る

共

産
党
の

結

成
を

基

盤
に

し

て
､

は

じ

め
て

第
三

イ

ン

タ

ナ

シ

ョ

ナ

ル

ほ

創
設
さ

れ

た
｡

｢

第
三

イ

ン

タ

ナ

シ

ョ

ナ
ル

は
､

日

和

見
主

義
と

社
会
排
外
主

義

に

た

い

す
る

多
年
の

闘

争
､

と

く
に

戦
争
中
の

闘
争
の

結
果
と

し

て
､

幾
多
の

国
に

共

産

党
が

結
成

さ

れ

た
一

九
一

八

年
に

事
実

上

(

3
)

創
設
さ

れ

た

の

で

あ
る

｡

+
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こ

の

よ

う
に

レ

ー

ニ

ン

に

お

い
■
て

は
､

彼
の

時
代

は

｢

世

界
史

の

新
し
い

時
代
+

と

解
さ

れ
､

そ

れ

を

象
徴
す

る

第
三

イ
ン

タ

ナ

シ

可

ナ

ル

の

誕
生

は
､

日

和

見
主

義
･

社

会

排
外

主

義
と
の

闘

争
､

各
国
共

産
党
の

結
成
と

不

可

分

離
に

関
連
づ

け

ら
れ

て
､

述
べ

ら

れ

て

い

る
｡

レ

ー

ニ

ン

の

イ

ギ

リ

ス

労
働
運

動
論
も

､

日

和

見

主

義
と
の

闘

争
お

よ

び

イ

ギ

リ

ス

共

産
党
の

結
成
と
い

う
､

こ

の

相
互
に

関
連

す

る

二

つ

の

主
賓
な

テ

ー

マ

が

中
心

と

な
っ

て

構
成
さ

れ

て

い

る
｡

日

和
見
主

義
と
の

国

際
的

闘

争
に

お

い

て
､

歴
史
的
伝
統
を
も

ち

古
典
的
形

態
に

あ

る

イ

ギ

リ

ス

の

日

和
見
主

義
を

批
判

す
る

こ

と

ほ
､

レ

ー

ニ

ン

に

と
っ

て

不

可

欠
の

課
題
で

あ
っ

た

し
､

ま

た
､

日

和
見
主

義
と

闘
う
イ

ギ

リ

ス

共

産
党
の

結
成

は
､

第
三

イ

ン

タ

ナ

シ

ョ

ナ

ル

の

創
設
と

関
連
し

て
､

彼
に

と
っ

て

と

く

に

重

大

な

関
心

事
で

あ
っ

た
｡

そ

れ

ゆ

え

イ

ギ

リ

ス

の

労
働
運

動
に

か

ん

す

る

レ

ー

ニ

′
ン

の

言

及
は

､

当

然
の

こ

と

な
が

ら
､

こ

れ

ら
二

つ

の

テ

ー

マ

に

か

ん

す
る

も

の

が

多
く

な
っ

た

の

で

あ

る
｡

2

レ

ー
ニ

ン

た
お

け

る

イ

ギ

リ

ス

日

和

見
主

義
批
判
の

意
義

イ

ギ

リ

ス

日

和
見
主

義
批
判
は

､

レ

ー

ニ

ン

に

と
っ

て
､

ど
■

の

よ

う
な

意
義
を

有
す
る

も
の

で

あ
っ

た
か

｡

こ

の

問
題
は

ま

た
､

日

和
見

主

義
一

般
と

日

和
見
主

義
の

特

殊
イ

ギ

リ

ス

的

形

態
と

の

畑
れ

J
.

関
連
を

､

彼
が

ど
の

よ

う
に

把

握
し
て

い

た

か
､

と
い

う
問
題
で

も

あ

る
｡

わ

れ

わ
れ

ほ
､

A
､

日

和
見
主

義
の

本
質

､

B
､

日

和

見
主

義
発
生
の

経
済

的
基

盤
､

C
､

日

和
見
主

義
批
判
の

重

要
性

､

D
､

日

和
見

主

義
の

特
殊
イ

ギ

リ

ス

的
形
態

､

E
､

イ

ギ

リ

ス

良

和
見
主

義
批

判
の

意
義

､

と
い

う
順
序
で

､

こ

の

問
題
を

考

察
す

る

こ

と
に

し

よ

う
｡

A
､

日

和
見
主

義
の

本
質

｡

日

和
見
主
義
に

つ

い

て

レ

ー
ニ

ン

ほ
､

こ

れ

を
つ

ぎ
の

よ

う
に

規
定
し

て

い

る
｡

｢

日

和

見
主

義
.
の

根
本

的

な

階
級
的
意

義

-
あ

る

い

は
､

そ

う

言
い

た

け

れ

ば
､

社
会
=

経
済
的
内

容

-
は

､

現

代

民

主

主

義
派
の

あ

る

分

子
が

､

幾
多
の

個
々

の

問
題
に

つ

い

て
､

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

ジ

ー

の

が

わ

に

移

っ

た

(

事
実

上
､

す
な

わ

ち
､

た

と

え

彼
ら
が

こ

れ

を

意
識
し

な

く
と

も
)

と
こ

ろ
に

あ

る
｡

日

和
見

主

義
は

自
由
主

義
的

な

労
働

ヽ

ヽ

者
政

治

活

動
で

あ

る
｡

…

…

日

和
見
主
義
の

基
本
思

怒
は

､

ブ

ル

ジ

冒

ワ

ジ

ー

と

そ

の

対

立

者
と
の

同
盟
も

し

く

は

接
近

(

と

き

に

(

4
)

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ほ

協
定

､

ブ

ロ

ッ

ク
､

等
々

)

で

あ

る
｡

+

｢

日

和
見
主

義
者
は

､

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

客

観
的
に

は
､

帝

国
主

義
的
超
過

利
潤
に

よ
っ

て

買
収
さ

れ

て
､

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

資
本

主

義
の

番

犬
に

､

労
働
運

動

腐
敗
化
の

実

行

者
に

変
っ

た
一

部
の

小
ブ

ル

ジ

ョ

ワ

ジ

ー

と

労
働
者

階
叔
の

若
干
の

層
と

を

あ

ら

ー

)

←

)



＼

､

( 3 1 ) レ
ー ニ ン の イ ギ リ ス 労働運 動論 (

一

)

(

5

)

わ

し

て

い

る
｡

+

こ
.
の

よ

う
に

レ

ー

ニ

ン

は
､

客
観
的
に

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

ジ

ー

の

同

(

6
)

盟
者
と
な

る

こ

と
が

日

和

見
主

義
の

真
の

役
朝
だ
と

す

る
｡

B
､

日

和

見

主
義
発
生
の

経
済
的
基
盤

｡

で

は
､

日

和
見
主

義

は

ど

の

よ

う
に

し

て

発

生
し

た

の

か
｡

レ

ー

ニ

ン

に

よ

れ

ば
､

そ

れ

は
､

歴

史
の

偶
然
に

よ

っ

て

発
生

し

た

も
の

で

は

な
い

｡

｢

日

和
見

主

義
の

完
全
な

勝
利
と

社

会

民
.
主
党
の

国
権
的
自
由
主

義
的

な

労
働
党
へ

の

転
化

と

を

意
味
す

る

こ
一
の

〔

第
二

イ

ン

タ

ナ

シ

司

ナ

ル

の

ー
富
沢
〕

崩
壊
は

､

一

九

世

紀
末
と
二

〇

世

紀
初
頭
の

第
二

イ
ン

タ

ナ

シ

ョ

ナ
■

ル

の

歴
史

的

時
代

全

体
の

結
果
に

す

ぎ

な

い
｡

こ

の

時
代

-
西
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

に

お

け

る

ブ

ル

ジ

可

り

革
命

と

民

族

革
命
と
の

完
成
か

ら

社

会

主

義
革
命
の

開
始
へ

の

過

渡
期

-
の

客

観
的
条
件
が

､

日

和

見

主
義
を

生
み

だ

し
､

つ

ち
か

っ

(

7
)

た

の
.

で

あ

る
｡

+

で

は
､

日

和
見
主

義
を

生
み

だ

し
､

つ

ち
か

っ

た

第
二

イ
ン

タ

ナ

シ

ョ

ナ

ル

時

代
の

社

会
の

客
観
的

諸
条

件
と

は

な

に

か
｡

そ

れ

は
､

レ

ー

ニ

ン

に

よ

れ

ば
､

ま
さ

に

帝
国

主

義
そ

の

も
の

で

あ
っ

た
｡

さ

ら
に

言
え

ば
､

帝

国

主

義
に

特
有
な

､

資
本

主

義
の

寄
生

性
と

腐
朽
と

が
､

日

和
見

主

義
を
生

む
鮭

済
的
基

盤

を

提
供
し

た

の

で

あ
っ

た
｡

帝

国
主

義
と
日

和
見
主

義
と
の

関
連

に

つ

い

て

の

レ

ー

ニ

ン

の
+

議

論
ほ

､

『

帝

国
主

議
論
』

(

一

九

〓
ハ

年
)

の

第
八

草
｢

資
本

主

義
の

寄
生

性
と

腐

朽
+

､

『

帝

国

主

義

論
』

の

フ

ラ

ン

ス

語
版
と
ド

イ

ツ
■
語
版
の

序
文

(

}

九
二

〇

年
)

､

論
文
｢

帝

国
主

義
と

社

会
主

義
の

分

裂
+

(

一

九
一

六

年
)

な

ど
に

み

ら
れ

る
｡

こ

れ

ら
の

文

献
の

う
ち

で

も

｢

帝

国

主

義
と

社

会
主

義
の

分

裂
+

が

と

く

に

こ

の

問
題
に

か

ん

す

る
モ

ノ

グ

ラ

フ

で

あ

る

の

で
､

以

下
､

主
と

し

て

こ

の

論
文
に

よ

り

な
が

ら
､

帝

国

主

義
と

日

和
見

主

義
と

を

レ

ー

ニ

ン

が

ど

の

よ

う
に

関
連
づ

け

て

い

る

か
､

.

と
い

う

問
題
を

考
察
す

る

こ

と

に

し

よ

う
｡

レ

ー

ニ

ン
■
は

､

帝
国
主

義
と

日

和
見

主

義
と
の

関

連
と

い

う

問

題
を

｢

今
日

の

社

会
主

義
の

根
本
問
題
+

で

あ

る

と

規
定
し

て
､

こ

の

間
題
の

解
明
を

帝

国

主

義
の

定

義
か

ら
は

じ

め

て

い

る
｡

こ

(

8
)

の

帝
国

主

義
の

定

義
は

､

同

じ

年
の

数
ヶ

月

前
に

書
か

れ

た

『

帝

国

主

義
論
』

に

お

け
る

定
義
を

さ

ら
に

整
理
し

簡
潔
化
し

た

も

の

と

し

て
､

レ

ー

ニ

ン
.

の

｢

帝

国

主

義
+

概
念
を

検
討
す
る

に

さ

い

し

て

看

過
で

き

な
い

重

要
な

資
料
で

あ

る
｡

彼
は

ま

ず
､

｢

帝

国

主

義
と

は
､

資
本
主

義
の

特

殊

な

歴

史

的
段
階
で

あ

る
+

と

規
定

し

て

お

い

て
､

つ

ぎ

に

こ

の

｢

特
殊
な
+

と
い

う
意
味
内

容
を

説

明
す

る
｡

彼
に

よ

れ

ば
､

｢

こ

の

特
殊

性
ほ

三

と
お

り

で

あ

る
｡

す

な

わ

ち
､

帝
国
主

義
と

は
､

(

一

)

独

占

資
本

主

義
､

(

二
)

寄

Q
y

生

的
な

､

ま
た

は

腐
敗
し
っ

つ

あ

畠
資
本

主

義
､

(

三
)

死

滅
し

朗



一
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つ

つ

あ

る

資
本

主

義
､

で

あ

る
｡

+

こ

れ

ら
三

つ

の

特
殊
性
の

う

ち
帝

国
主

義
の

根
本
的
な

経
済
的

特
徴
で

あ

り
､

そ

の

本

質
を
な

す

も
の

は

(

こ

の

独

占

資
本
主

義
す
な

わ

ち

独

占
が

自
由

競
争
に

と
っ

て

か

わ
っ

た

こ

と
に

あ

る
､

と

さ

れ

る
｡

そ

し

て
､

レ

ー

ニ

ン

に

よ

れ

ば
､

こ

の

よ

う

な

｢

独

占

主

義
+

(

P

岩

喜
コ
○
』

喜
じ

邑

は
､

つ

ぎ

の

五

つ

の

主

要
な

｢

姿

態
+

(

昌
已

を
と

っ

て

現

わ

れ

る
｡

｢

(

1
)

カ

ル

テ

ル
､

シ

ン

ジ

ケ

ー

ト
､

ト

ラ

ス

ト
｡

生

産
の

集
苛
は

､

こ

れ

ら
の

独

占
的

な

資
本

家

団

体
を

生

み

だ

す
ほ

ど

の

笹
度
に

達
し

た

の

で

あ

る
｡

■

(

2
)

大

銀
行
の

独

占

的
地

位
｡

三

つ

な
い

し

五

つ

の

巨

大

銀
行

が
､

ア

メ

リ

カ
､

フ

ラ

ン

ス
､

ド

イ

ツ

の

経

済
生

活

全
体
を

支
配

し

て

い

る
｡

(

3
)

ト

ラ

ス

寸

と

金

融
寡
頭
制
(

金

融

資

本
と

は

銀
行

資
本
と

融
合
し

た

独

占

的
産
業
資
本
で

あ

る
)

と

に

よ

る

原

料
資
漁
の

占

取
｡

(

4
)

国
際

的
カ

ル

テ
ル

に

よ

る

世

界
の

(

経

済
的
)

ヽ

ヽ

分

割
が

ほ

じ

ま
っ

て

い

る
｡

■
世

界

市
場
全

体
を

支

配

し
､

『

む
つ

ま

じ

く
』

そ

れ

を

分
け

あ
っ

て

い

る

一
戦

争
が

そ

れ

を

ヽ再
分

配

す
る

と

き

ま
で

ー
こ

の

よ

う

な

国

際
的
カ

ル

テ

ル

の

数

ヽ

ヽ

ヽ

は
､

す
で

に
一

〇

〇

を
こ

え

て

い

る

-

非
独
占

的
な

資
本
主

義

の

も

と

で

の

商
品

輸
出
と

区

別
さ

れ

る
､

と

り

わ

け

特
徴
的
な

現

象
と

t

て

の

資
本
の

輸
出
は

､

世

界
の

経
済
的
お

よ

び

政

治

的
=

地

域
的
な

分

割
と

密

接
に

む

す
ぴ

つ

い

て

い

る
｡

(

5
)

世

界
の

淵

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

地

域
的
分

朝
(

植
民
地
)

は

終

了
し

た
｡

+

つ

ぎ

に
､

｢

寄
生

的
な

､

ま

た

は

腐
敗
し

っ

つ

あ

る

資
本
主

義
+

と
い

う

帝

国

主

義
の

第
二

の

特

殊

性
に

つ

い

て

レ

ー

ニ

ン

は

下

記

の

諸

特

徴
を
あ

げ

る
｡

(

1
)

｢

帝

国
主

義
が

寄
生

的
な

､

ま

た

は

腐
敗
し

っ

つ

あ

る

資
本

主

義
で

あ

る

こ

と

は
､

…
…

生

産
手

段
の

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

私

個

所
有
の

も

と
で

の

あ

ら

ゆ

る

独

占
の

特
徴
で

あ

る

腐
敗
の

傾

ヽ

ヽ

ヽ

向
に

現
わ

れ

て

い

る
｡

+

(

2
)

｢

資
本
主

義
の

腐
敗

は
､

金

利
生

ヽ

ヽ

活

着
､

す

な

わ

ち

『

利

札
切
り
』

で

生

活
す

る

資
本

家
の

膨
大
な

眉
が

つ

く
り

だ

さ

れ

て

い

る

こ

と
に

現
わ

れ

て

い

る
｡

+

(

3
)

｢

資

本

輸
出
は

自
乗
さ

れ

た

寄

生

性
で

あ

る
｡

+

(

4
)

｢

『

金

融

資
本

は

支

配
を

め

ぎ
す

も
の

で

あ
っ

て
､

自
由

を

め

ざ

す

も

の

で

は

ヽ

な
い

岩

全

線
に

わ

た

る

政

治

的
反
動
は

､

帝
国

主

義
の

特

性
で

あ

る
｡

収

賄
､

大

じ
か

け

な

買
収

､

各

種
の

疑

獄
｡

+

(

5
)

｢

…

…

被
抑
圧

民

族
.の

搾
取

､

と

り

わ

け
､

ひ

と
に

ぎ

り
の

『

大
』

国

に

よ

る

植
民

地
の

搾
取

は
､

『

文

明
』

世

界

を
､

ま

す

ま

す
､

幾

億
人
の

非
文

明
民

族
の

肉
体
に

く
っ

つ

い

た

寄

生

虫
へ

と

変
え

て

い

く
｡

…
…

帝
国
主

義
的
大

国
の

プ

ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト

の

特
権
的

な

層
は

+

い

く
ぷ

ん

は
､

幾
億
人
の

非
文

明

民

族
の

費
用
で

生

活

し
て

い

る
｡

+

八

≠

′

)



オ

､オ

最
後
に

､

｢

死

滅
し
っ

つ

あ

る

資
本
主
義
+

■
と
い

う

帝

国

主

義

の

第
三

の

特
殊
性
に

つ

い

て

レ

ー

ニ

ン

は

(

｢

帝

国

主

義

と

社
会

主
義
の

分

裂
+

に

お

け

る

帝

国
主

義
の

こ

の

定

義
で

は
)

､

簡
単

ヽ

に

つ

ぎ
の

よ

う
に

述
べ

る

に

と

ど

め

て

い

る
｡

｢

帝
国

主

義
が

死

( 3 3 ) レ ー ニ ン の イ ギリ ス 労働運 動論 ( 一

)

滅
し
っ

つ

あ

る

資
本
主

義
､

社
会
主
義
へ

移
行
し

っ

つ

あ

る

資
本

ヽ

ヽ

主

義
で

あ

る

と
い

う
理

由
ほ

､

明
ら
か

で

あ

る
｡

資
本

主

義
か

ら

ヽ

ヽ

ヽ

生

じ

る

独

占
は

､

す
で

に

資
本
主

義
の

死

滅
で

あ

り
､

資
本
主

義

か

ち
社

会

主

義
へ

の

移
行
の

ほ

じ

ま

り
で

あ

る
｡

帝
国
主

義
に

よ

ヽ

ヽ

ヽ

る

労
働
の

大
が

か

り

な

社

会
化

…

…
も

､

や

は

り
こ

の

こ

と

を

意

味
す

る
｡

+

以

上
が

､

｢

帝
国
主

義
と

社
会
主

義
の

分

裂
+

に

お

け

る

レ

ー

ニ

ン

の

｢

帝

国
主

義
+

の

定

義
で

あ

る
｡

こ

の

定

義
と

『

帝
国
主

義
論
』

に

お

け

る

定
義
と
の

異
同
に

つ

い

て

こ

こ

で

論
ず
る

余
裕

は

な
い

が
､

本
稿
の

行
論
の

必

要
上
こ

こ

で

は

さ

し

あ
た

り
つ

ぎ

の

点
に

注
意
し
て

お

か

な

け
れ

ば

な

ら

な

い
｡

す

な

わ

ち
､

『

帝

国
主

義
論
』

に

依
拠
し

て

よ

く
帝

国
主

義
の

五

つ

の

指
棟
と

言
わ

れ

る

も
の

が
､

実
は

帝
国
主
義
全

体
に

か

ん

す
る

五

つ

の

指
標
で

は

な

く
､

こ

こ

で

明

ら
か

な
ご

と

く
､

帝

国
主

義
の

三

つ

の

特
殊

性
の

う

ち
の

一

つ

で

あ

る

｢

独

占

資
本

主

義
+

に

か

ん

す

る

も

の

と

し
て

､

そ
れ

も

｢

独

占
主

義
+

が

と

る

｢

五

つ

の

主
要
な

姿
態
+

と

し

て
､

叙

述
さ

れ

て

い

る

と
い

う
点
で

あ

る
｡

な
る

ほ

ど

独

占

が

自
由
競
争
に

と
っ

て

か

わ
っ

た

こ

と
が

帝

国

主

義
の

根
本

的
な

経
済
的

特
徴
で

あ

り
､

そ

の

本
質
で

あ

る

こ

と

を

軽
視
す

る

こ

と

ほ

許
さ

れ

な
い

が
､

だ

か

ら

と
い

っ

て
､

帝

国

主

義
の

一

つ

の

特

殊
性
の

み

を

重

視
す

る

あ

ま

り
､

他
の

二

つ

の

特
殊
性
の

重

要
性

を

軽
視
し

､

三

者
の

あ

い

だ

の

論
理

的
関
連
を

見
失
っ

て

し

ま
っ

た
の

で

は
､

帝
国

主

義
の

全

体

像
を

正

し

く

把
握
す

る

こ

と
は

で

き

な
い

｡

帝
国
主

義
の

根
本

的
な

経
済
的

特
徴
で

あ

る

独

占
の

分

析
を

基
礎
に

､

さ

ら
に

帝

国
主

義
の

寄
生

性
と

腐
朽
お

よ

び

死

滅

性
を

も

視
野
に

お

さ

め
な

い

で

は
､

十

全
な

帝

国
主

義
批
判
は

な

さ

れ

え

な
い

｡

レ

ー

ニ

ン

が
､

帝
国

主

義
の

独

占
と

寄
生

性
と
の

関
連
を

重

視
し

て
､

帝
国
主

義
と

日

和
見

主

義
と

の

関
連
を

｢

今

日

の

社

会
主

義
の

根
本
問

題
+

と

し
て

掩
示
し

た

背
景
に

ほ
､

彼

の

こ

の

よ

う
な

帝

国
主

義
観
が

あ
っ

た

の

で

あ

る
｡

で

ほ
､

帝

国

主

義
の

寄
生

性
と

腐
朽
と

は
､

い

か

に

し
て

日

和

見
主

義
を
生

み

だ

す

経
済
的
基
盤
を

提
供
す
る

か
｡

レ

ー

ニ

ン

は
､

『

帝

国
主

義
論
』

の
■
フ

ラ

ン

ス

語

版
と

ド

イ

ツ

語

版
の

序
文
で

､

お

よ

そ

つ

ぎ
の

よ

う
に

述
べ

て

い

る
｡

帝
国
主

義
段
階
の

資
本
主

義
は

､

び

と
に

ぎ

り
の

と

く
に

富
裕

†

▲

で

強
力

な

国
家

を

つ

く
り

あ

げ

た
｡

こ
.
れ

ら
の

国
家
は

､

た

ん

な

彪
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る

｢

利
札
切

り
+

に

よ
っ

て
､

全
世

界
を

略
奪
す

る
｡

資
本
家
た

ち

は
､

自
国
の

労
働
者
か

ら

搾
取

す
る

利
潤
以

上
に

余
分
の

利
潤

､

超
過

利
潤
を

獲
得
す

る
｡

帝
国

主

義
諸

国
の

資
本
家

た

ち
は

､

こ

の

よ

う
な

超
過

利
潤
の
一

部
で

､

労
働
者
の

指
導
者
と

労
働
貴
族

の

上

層
と

を
､

直
接
あ

る

い
■

は

間
接
に

､

公

然
あ

る

い

は

隠

然
た

る

方

法
で

､

種
々

さ

ま

ざ
ま

な

方

法

で
､

買
収

す
る

こ

と

が

で

き

る
｡

労
働
貴
族
の

こ

の

層
は

､

そ

の

生

活

様
式

､

そ

の

稼
ぎ

高
､

そ

の

全
世

界
観
の

点
で

､

小

市

民

的
で

あ

る
｡

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

ジ

ー

を

支
え

る

｢

軍
事
的
支

柱
+

と

な

ら

ん

で
､

彼
ら
は

､

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

ジ

ー

を

支

え
る

主

要
な

｢

社

会
的
支

柱
+

と

な

る
｡

な

ぜ

な

ら
､

彼
ら

は
､

資
本

家

階

級
の

労
働
担
当

副

官
で

あ

り
､

改

良

主

義
と

排
外

主

義
の

伝
達
者

だ

か

ら
で

あ

る
｡

階

級
闘
争
に

お

い

て

彼
ら

(

9
)

は

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

ジ

ー

の

側
に

立
つ

｡

日

和
見

主

義
発
生
の

経
済
的

基
盤
に

つ

い

て

は

よ

り
一

層
の

究

明

が

必

要
で

あ

る
｡

し

か

し
こ

の

序
論
的

部
分
で

は
､

レ

ー

ニ

ン

の

右
の

よ

う
な

要
約
的
説
明

を

紹
介
す
る

に

と

ど
め

て

冶

こ

う
｡

C
､

日

和
見
主

義
批
判
の

重

要
性

｡

レ

ー

ニ

ン

に

よ

れ

ば
､

こ

の

よ

う

な
し

く
み

の

も

と
で

生

み

だ

さ

れ

た

日

和

見

主

義
は

､

帝

国

主

義
段
階
に

あ

る
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

諸

国
の

労
働
運

動
や

国

際
的

労

働
運

動
に

分

裂
を

も

た

ら
し

た
｡

し

か

も

第
一

次

世

界

大

戦
が

つ

く

り

だ

し

た

社

会

的
危
機
は

､

｢

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

ジ

ー

の

同

盟

者
で

淵

あ

る

と
い

う

日

和
見

主

義
の

真
の

役
割
+

を

明

瞭
に

し

め

し

た
｡

だ

か

ら
一

九
一

五

年
の

レ

ー

ニ

ン

は

日

和
見
主

義
の

排
除
を

強
く

主
張

す

る
｡

｢

労
働
者
党
か

ら
こ

の

よ

う

な

〔

日

和
見
主

義
の

ー

一
首
沢
〕

要
素
を

完
全
に

組
織
的
に

切
り

は

な

す
こ

と

が

必

要
と

な
っ

た
｡

帝

国
主

義
時
代

は
､

革
命
的
プ

ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト

の

先

進
分

子
と

､

『

自
』

国
の

『

大
国

的

な
』

地

位
の

特

権
か

ら
の

お

こ

ぽ

れ

を

頂
戴
し
て

い

る
､

労
働
者
階
巌
の

半
小

市
民

的
な

貴
族

(

1 0
)

と

が
､

同
一

の

党
内
に

共

存
す

る

こ

と

を

ゆ

る

さ

な
い
+

と
｡

こ

の

よ

う
に

レ

ー

ニ

ン

に

と
っ

て
､

帝

国
主

義
と
の

闘
争
は

日

和
見
主

義
と
の

隣
争
と

密
接
不

可
分

離
に

結
び

つ

い

て

い

た
｡

す

で

に

本

論
文
の

冒
頭
に

掲
げ
た

よ

う
に

､

一

九
一

六

年
の

レ

ー

ニ

ン

は
､

｢

日

和
見

主
義
に

た

い

す
る

闘
争
と

切

り

は

な

せ

な

い

よ

ぅ
に

結
び

つ

け

ら
れ

な
い

な

ら
ば

､

帝
国
主

義
に

た

い

す

る

闘
争

ほ
､

空
文

句
か

欺

瞞
で

あ

る
+

と

主

張
し

､

さ

ら
に

一

九
二

〇

年

に

は
､

日

和
見
主

義
の

発
生
を

要
因
と

す

る

労
働
運

動
の

国

際

的

分

裂
と

い

う
せ

界
的
現

象
に

か

ん

し

て
､

｢

こ

の

現

象
の

経

済
的

叔
底
を

理

解

す
る

こ

と

な

し

に

は
､

ま

た

そ

の

政

治

的
お

よ

び

社

会
的
意
義
を

評

価
す

る

こ

と

な

し
に

は
､

共

産
主

義
運

動
と

き

た

る
ぺ

き

社

会

革
命
と
の

実

践
的

任

務
の

解

決
と

い

う
面
で

､

一

歩

へ

】

(

}
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(

1 1
)

も

す

す

む
こ

と
が

で

き

な
い
+

と

主

張
し

た

の

で

あ

る
｡

D
､

日

和
見
主

義
の

特

殊
イ

ギ

リ

ス

的
形
態

｡

で

は
､

こ

の

よ

う
な

問
題
関
心

を

も
っ

て

い

た

レ

ー

ニ

ン

は
､

日

和
見
主

義
一

般

と

の

対

此
に

お

い

て
､

日

和
見
主

義
の

特

殊
イ

ギ

リ

ス

的
形
態
を

ど
の

よ

う
に

位
置
づ

け
た

の

で

あ

ろ

う
か

｡

レ

ー

ニ

ン

に

よ

れ

ば
､

｢

世

界
資
本
主

義
の

帝

国
主

義

時
代
+

(

1 2

)

は
一

八

九
八

-
一

九

〇
〇

年
以

後
に

は

じ

ま

る
｡

そ

し

て
､

ア

メ

リ

カ
､

ヨ

ー

ロ

ッ

パ
､

ア

ジ

ア

に

お

け

る

帝

国

主

義
は

､

一

八

九

(

1 3
)

八

-
一

九
一

四

年
ご

ろ

ま
で

に

完
全
に

形
づ

く

ら
れ

る
｡

だ

が
､

イ

ギ

リ

ス

に

は
､

す
で

に
一

九

世

紀
の

半
ば

か

ら

帝

国
主

義
の

二

大
特

徴
が

存
在
し

て

い

た
｡

一

つ

は
､

広
大

な

植
民
地

で

あ

り
､

他
は

､

世

界
市
場
に

お

け
る

独

占

的
な

地

位
の

結
果
と

し

て

の

独

占
利
潤
で

あ

る
｡

そ

し
て

､

こ

の

ど
ち

ら
の

点
で

も
､

イ

ギ

リ

ス

は

当

時

資
本
主

義
諸

国
の

う

ち
の

例
外
で

あ
っ

た
｡

し

か

も

イ

ギ

リ

ス

は
､

一

八

四

八

年
か

ら
一

八

六
八

年
に

か

け
て

､

ま
た

い

く

ぶ

ん

は

そ

の

あ

と

で

も
､

独

占

的

地

位
を

維
持

す

る

こ

と
が

で

き

た
｡

き

わ

め

て

広
大
な

植
民

地
の

独

占
と

エ

業
上
の

独

占
と

を

も

(

1 4
)

つ

国
は

ほ

か

に

は

な
か

っ

た
｡

こ

こ

に

レ

ー

ニ

ン

は

｢

イ

ギ

リ

ス

(

娼
)

の

特
殊
性
+

を

認
め

る

の

で

あ

る
｡

イ

ギ

リ

ス

が

こ

の

よ

う

な

特

殊
性
を

も

つ

国
で

あ

れ

ば
こ

そ
､

｢

だ

か

か
コ

ケ

イ

ギ

リ

ス

で

は
､

数
十

年
に

わ

た
っ

て

日

和
見

主

義
が

勝
利
す
る

こ

と

が

で

き

た

の

で

あ

る
+

と
､

レ

ー
ニ

ン

は

言

(

1 6
)

う
｡

で

ほ
､

｢

な

ぜ

イ

ギ

リ

ス

の

独

占
と
い
.
う
こ

と
.

が
､

イ

ギ

リ

ス

で

日

和
見

主

義
の

=
･

…

勝
利
し

た

理

由
を

､

説
明

す

る

の

か

?
+

ヽ

ヽ

ヽ

こ

の

間
に

た

い

し
て

彼
は

こ

う

答
え

て

い

る
｡

｢

独

占
は

超
過

利

ヽ潤
を

､

す
な

わ

ち
､

正

常
な

､

全
世

界
で

通
常
の

も
の

と

な
っ

て

い

る

資
本
主

義
的
利
潤
を

こ

え

た

余

分
の

利
潤
を

､

も
た

ら

す
…

ヽ

ヽ

ヽ

…
｡

資
本

家
は

､

自
国
の

労
働
者
を

買

収
し

､

あ

る

種
の

同

盟

(

ウ
エ

ア

ブ

夫

妻
が

記
述
し
て

い

る
､

イ

ギ

リ

ス

の

労
働
観
合
と

そ

の

雇

主
た

ち

と
の

有
名

な

『

同

盟
』

を

思
い

お

こ

せ
)

1
あ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

る
一

国
の

労
働
者
と

そ

の

資
本

家
と

が

は

か

の

国
々

に

対

抗
し

て

む

す
ぶ

同

盟

1
を
つ

く

り
だ

す
た

め

に
､

こ

の

超
過

利
潤
の

一

(

1 7
)

部
分

を

…

…

投
げ

あ

た

え

る

こ

と
が

で

き

る
｡

+

レ

ー

ニ

ン

は
､

帝

国

主

義
国
の

ブ

ル

ジ
苛

ワ

ジ

ー

が

労
働
者
の

上

層
を

買
収
す
る

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

､

こ

の

よ

う
な

経

済
的
可

能
性
を

強
調

し
､

｢

超
過

利

潤
+

が

現

実

ヽ
に

ど
の

よ

う
に

｢

労
働
者
大

臣
+

､

｢

労
働
者
議
員
+

､

｢

労
働
官
僚
+

､

｢

狭
陰
な

ツ

ン

フ

†

的
組
合
に

組
織
さ

れ

た

労
働
者
+

等
々

に

分

配
さ

れ

る

か

と
い

う
こ

と

ほ
､

第
二

義
的
な

問
題
に

す
ぎ

な
い

､

(

1 8
)

と

し

て

い

る
｡

E
､

イ

ギ

リ

ス

日

和
見
主

義
批
判
の

意
義

｡

レ

ー

ニ

ン

は
､

一

淵
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九

世

紀
イ

ギ

リ

ス

の

日

和
見

主

義
を
こ

の

よ

う
に

説
明

し
､

イ

ギ

リ

ス

が
､

数
十

年
に

わ

た

る

日

和
見

主

義
の

勝
利
と
い

う

面
に

お

い

て

も
､

当

時
の

資
本
主

義
諸

国
の

う
ち
の

例
外
で

あ

っ

た
こ

と

を

指
摘
す

る
｡

だ
が

､

例
外
で

あ
っ

た

と
い

う
こ

と

の

意
味
は

､

当
然
の

こ

と
な

が

ら
､

一

九

世

紀
イ

ギ

リ

ス

の

帝

国
主

義
的
特
徴

と

日

和
見

主

義
と

の

関
係
が

当
時
の

世

界
資
本
主

義
の

発
展
段
階

か

ら
み

る

と

例
外
的
で

あ
っ

た

と

い

う
こ

と

で

あ

り
､

そ
れ

が

不

均
等
発

展
の

法

則
の

一

例
を

な
す
こ

と

を

香

足

す
る

も

の

で

は

な

い
｡

資
本

主

義
の

不

均

等
発
展
の

法

則
は

､

労
働
運

動
を

も

規
制

す

る
｡

｢

プ

ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト
.
の

国
際
的
な

革
命

運

動

は
､

さ

ま

ざ

ま

な

国
で

均
等
に

､

お

な

じ

形
を
と
っ

て

す

す

む

も
の

で

は

な

(

1 9
)

く
､

ま
た

す

す

む

は

ず
も

な
い

｡

+

日

和
見
主

義
と
い

う

現

象
を

と

っ

て

み

て

も
､

労
働
者
階
奴
の

上

層
が

､

植
民

地

領
有
か

ら
生

ず

る

｢

一

定
の

超
過

利
潤
と

特
別

の

特

権
と
の

絵
和
+

の
一

部
を

享

有
す

る

と
い

う
よ

う
な

､

｢

そ

の

当

時
に

は

イ

ギ

リ

ス

だ

け

の

例

外

的
な

現

象
で

あ
っ

た

も
の

が
､

ヨ

一

口

■
ツ

パ

の

す
ぺ

て

の

大

資

本
主
義
国
が

大

規
模
な

植
民

地

領
有
へ

う
つ

る

に

し

た

が

い
､

ま

た
一

般
に

資
本
主

義
の

帝
国
主

義
時
代
が

発
展
し

成

長
す

る

に

し

た

が
つ

て
､

こ

れ

ら
の

大

資
本

主
義
国

に

共

通

の

現

象
と

な
っ

(

2 0
)

た
L

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
に

し

て

｢

例
外

的
な

現

象
+

は
､

い

ま

や

｢

共

通
の

出

現

象
+

と

な
っ

た
｡

特
殊
が

一

般
と

な
っ

た
｡

し

か

も
こ

の

日

和

見

主

義
一

般
の

理

解
の

た

め

に
､

そ

の

特
殊
イ

ギ

リ

ス

的
形
態
が

一

つ

の

典
型

例
を

提
示

す
る

と

い

う
関
係
に

な
っ

て

い

る
｡

こ

の

よ

う
な

意
味
で

レ

ー

ニ

ン

は
､

イ

ギ

リ

ス

を
ブ

ル

ジ

ョ

ワ

的
労
働

(

2 1
)

者
政
治
の

｢

古

典

国
+

と

名

づ

け

た

の

で

あ

る
｡

こ

の

｢

古

典

国
+

に

お

い

て

は
､

.
事
態
の

本

質
が

､

他
の

諸

国
に

お

け

る

よ

り

も
､

よ

り

純
粋
な

､

よ

り

透
明

な
か

た

ち

で
､

呈

示
さ

れ

て

い

る
｡

だ

か

ら
レ

ー

ニ

ン

に

と
っ

て

は
､

｢

マ

ル

ク

ス

主

義
的
な

言
葉
が

､

マ

ル

ク

ス

主

義
の

完

全
な

放
棄
の

覆
い

と

な
っ

て

い

る
+

帝
国
主

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

義
時
代
に

お

い

て
､

｢

マ

ル

ク

ス

主
義
的
な

言

葉
を
つ

か

わ

ず
に

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

問

題
の

マ

ル

ク

ス

主

義
的
な

本

質
を

わ
れ

わ

れ

に

示
し

て

く

れ

る

(

2 2
)

イ

ギ

リ

ス

の

諸

関
係
+

■
を

学
ぶ

こ

と

が
､

と

く
に

重

要
な

意
義
を

も

つ

こ

と

に

な

る
｡

た

と

え

ば
､

帝

国
主

義
時
代
に

特
有
な

社

会

排
外

主

義
は

､

社

会
主

義
的
な

覆
い

を

ま

と
っ

て

い

る

た

め

に
+

そ

の

本

質
を

理

解
す
る

こ

と
が

容
易
で

は

な
い

｡

し

か

し
､

レ

ー

ニ

ン

に

よ

れ

ば
､

｢

イ

ギ

リ

ス

の

…

…

特
殊
性

は
､

一

方

で

は
､

わ
れ

わ

れ

が

こ

ん

に

ち
の

社

会
排
外

主

義
の

本
質
を

そ

れ

だ

け

容

易
に

理

解
す

る

の

を

た

す

け
…
:
･

､

他

方
で

は
､

こ

れ

ら
の

特
殊

性
ほ

､

社
会

排
外

主

義
と

の

協
調

政

策

1
そ

れ

は
､

た

と

え

ば

ヘ

ー

ー
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平
和
の

ス

ロ

ー

ガ

ン

を
ほ

め

た

た

え

る

こ

と

な

ど

に

現

わ

れ

て

い

る

-
の

意
義
を
わ

れ

わ

れ

が

事
実
に

も

と

づ

い

て

評
価
す
る

の

(

2 3
)

を

た

す

け
る

｡

+

そ

れ

ゆ
え

､

レ

ー

ニ

ン

は

こ

う

主

張
す

る

の

で

か

る
｡

｢

い

っ

そ

う

発

展
し

て

い

る

国
の

諸

関

係
を

一

瞥

す

る

こ

と

は
､

教
訓
的
で

あ

る
｡

こ

こ

で

は
､

詭
弁
や
マ

ル

ク

ス

主

義
の

戯
画
で

だ

ま

さ

れ

る

も
の

は
､

だ

れ

も
い

な
い

｡

問
題
が

い

っ

そ

う

率
直
に

､

い

っ

そ

う
正

し

く

提
起
さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

わ

れ

わ

れ

は
､

『

先

進
的
』

な

イ

ギ

リ

ス

人

か

ら

ま

な
ぶ

こ

と

に

し

(

2 4
)

よ

う
+

と
｡

こ

の

よ

う
に

レ

ー

ニ

ン

は
､

イ

ギ

リ

ス

を

日

和

見

主

義
と

自
由

主

義
的
労
働
者

政
治
の

｢

古

典
国
+

と

し

て

と

く
に

重

要
視
し

､

こ

れ

に

批

判
の

ほ

こ

先

を

向
け

た

の

で

あ
っ

た
｡

と
こ

ろ

で
､

一

九

世

紀
イ

ギ

リ

ス

の

自
由
主

義
的
労
働
者
政

治
に

た

い

す
る

基
本

的
な

批
判

は
､

す
で

に

マ

ル

ク

ス

と
エ

ン

ゲ

ル

ス

と

に

よ
っ

て
､

な
さ

れ

て

い

た
｡

レ

ー
ニ

ン

自
身
も

､

.
イ

ギ

リ

ス

の

日

和
見

主

義

を

批
判
す
る

に

ぎ

い

し

て
､

し
ば

し

ば
マ

ル

ク

ス

と
エ

ン

ゲ

ル

ス

と
の

批
判
に

言
及

し
て

い

る
｡

そ

こ

で

わ

れ

わ
れ

は
､

レ

ー

ニ

ン

の

イ

ギ

リ

ス

労

働
運

動
論
に

た

い

す
る

形

成

史
的
考
察
を

は

じ

め

る

前
に

､

レ

ー

ニ

ン

が
､

彼
な

り

の

問
題
意
識
を

も
っ

て
､

こ

れ

ら
先

駆
者
の

批
判
か

ら
ど
の

よ

う

な

点

を

学
び

と
っ

て
､

そ

れ

を

自
己
の

理

論

構
成
の

た

め
の

素
材
と
し

た

か
､

と
い

う
問

題
を

､

次

章
に

お

い

て

考
察
し

て

お

く
こ

と
に

し

よ

う
｡

(

1
)

レ

ー

ニ

ン

｢

第
三

イ
ン

タ

ナ

シ

ョ

ナ

ル

と

そ

の

歴

史

上

の

地

位
+

(

一

九
一

九

年
)

､

『

レ

ー

ニ

ン

全

集
』

大

月

書
店

､

第
二

十

九

巷
､

三

〇
五

ペ

ー

ジ
｡

以

下
､

全
･

H
対
一

対
･

三

〇

五
ペ

ー

ジ

と

略

記
｡

(

2
)

同
上

､

三

〇
五

ペ

ー

ジ
｡

(

3
)

同
上

､

三

〇
四
ペ

ー

ジ
｡

(

4
)

レ

ユ
ー

ン

｢

よ

そ

の

旗
を
か

か

げ
て
+

(

一

九
一

五

年
)

､

全
･

舛
舛
H

･

一

四

七
ペ

ー

ジ
｡

(

5
)

レ

ー

ニ

ン

｢

帝

国

主

義
と

社

会

主

義
の

分

裂
+

(

一

九
一

六

年
)

､

全
･

H
舛
l

H
H

･

一

一

七
ペ

ー

ジ
｡

(

6
)

レ

ー

ニ

ン

｢

第
二

イ
ン

タ

ナ

シ

ョ

ナ

ル

の

崩

壊
+

(

一

九
一

五

年
)

､

全
･

榊
舛
H

ニ
ー

五

八
ペ

ー

ジ
､

参
照

｡

(

7
)

同

上
､

二

五

八
ペ

ー

ジ
｡

(

8
)

｢

帝

国

主

義
と

社

会
主

義
の

分

裂
+

､

全
･

舛
舛
H

H
H

二
一

二

-
四
ペ

ー

ジ

に

こ

の

定

義
が

書
か

れ
て

い

る
｡

(

9
)

レ

ユ
:
『

帝

国

主

義
論
』

の

フ

う

ン

ス

語

版
と

ド

イ

ツ

語

版

の

序

文

(

一

九
二

〇

年
)
､

全
･

舛
如
H
H

･

二

二

二

-
三

ペ

ー

ジ
｡

(

1 0
)

｢

第
二

イ
ン

タ

ナ

シ

ョ

ナ

ル

の

崩

壊
+

､

仝
･

榊
舛
H

･

二

五

八

ペ

ー

ジ
｡

(

1 1
)

一

『

帝

国

主

義
論
』

の

フ

ラ

ン

ス

語

版
と

ド

イ

ツ

語

版

の

序

文

(

一

九
二

〇

年
)

､

全
･

舛
舛
H

H

二

三
三

ペ

ー

ジ
｡

(

1 2
)

｢

帝

国
主

義
と

社

会

主

義
の

分

裂
+

､

全
･

舛
H
H
H
H

･
.

〓
九
ペ

ー

ジ
｡

3 2 ∂
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(

1 3
)

同
上

､

〓
三

ペ

ー

ジ
｡

こ

の

時
期
の

主

要
な

歴
史
的

道
標

と

し

て

レ

ー

ニ

ン

は
､

｢

ス

ペ

イ
ン

=

ア

メ

リ

カ

戦
争

(

一

八

九

八

年
)

､

イ

ギ

ワ

ス

=
ボ

ー

ア

戦
争
(

一

八

九

九

-
一

九

〇

二

年
)

､

日

露
戦

争

(

一

九

〇

四

-
一

九

〇
五

年
)

､

一

九

〇

〇

年
の

ヨ

一

口

ァ

バ

の

経

済

恐

慌
+

(

1 4
)

同
上

､

(

1 5
)

同
上

､

(

1 6
)

同
上

､

(

1 7
)

同
上

､

(

1 8
)

同
上

､

を

あ
げ

て

い

る

(

同

上
､

一

二
二

ペ

ー

ジ
)

｡

一

二

三

ペ

ー

ジ
｡

一

一

九
ペ

ー

ジ
｡

一

二

三
ペ

ー

ジ
｡

一

二

二

ペ

ー

ジ
｡

一

二

三

ペ

ー

ジ
｡

(

1 9
)

レ

ー

ニ

ン

.
｢

世

界
政

治
に

お

け
る

可

鉄
材

料
+

(

一

九

〇

八

年
)
､

全
･

如
く
･

一

七
二

ペ

ー

ジ
｡

(

2 0
)

｢

よ

そ
の

旗

を
か

か

げ
て
+

､

全
･

村
村
Ⅰ

･

一

四
五
ペ

ー

ジ
｡

(

2 1
)

｢

帝

国

主

義
と

社

会
主

義
の

分

裂
+

､

全
･

舛
舛
H
H
H

二
二

五
ペ

ー

ジ
｡

(

2 2
)

レ

ー

ニ

ン

｢

イ

ギ

リ

ス

人
の

平

和
主

義
と

イ

ギ

リ

ス

人

の

理

論

ぎ

ら
い

+

(

一

九
一

五

年
)

､

全
･

舛
舛
i

･

二

六

八
ペ

ー

ジ
｡

(

2 3
)

同
上

､

二

六

二

-
三

ペ

ー

ジ
｡

(

2 4
)

同
上

､

二

六

七
ペ

ー

ジ
｡

〓

マ

ル

ク

ス
､

エ

ン

ゲ

ル

ス

の

イ

ギ

リ

ス

労
働
運

動
論

の

レ

ー

ニ

ン

に

よ

る

継
承

レ

ー

ニ

ン

ほ

多
く

の

論
文
で

マ

ル

ク

ス

､

エ

ン

ゲ

ル

ス

の

イ

ギ

々
じ

リ

ス

労
働
運

動
論
に

言

及
し

て

い

る

が
､

(

個
別
具

体

的

問

題
-

詔

-
た

と

え

ば
ア

イ

ル

ラ

ン

ド

問
題

-
に

か

ん

す
る

考
察
を

除
い

て
)

そ

れ

が

か

な

り

総
括
的
な
か

た

ち
で

紹
介

､

考
察
さ

れ

て

い

る

の

は
､

つ

ぎ
の

諸

文

献
に

お

い

て

で

あ

る
｡

1
､

『

J
･

F
･

べ

γ

カ

ー
､

J
･

デ

ィ

ー

ツ

ゲ

ン
､

F
･

エ

ン

ゲ

ル

ス
､

E
･

マ

ル

ク

ス
､

そ

の

他
か

ら
F

･

A
･

ゾ

ル

ゲ
､

(

l
)

そ

の

他
へ

の

手

紙
』

の

ロ

シ

ア

語

訳
の

序
文

(

一

九

〇

七

年
)

｡

(

2
)

2
､

｢

カ

ー

ル

･

マ

ル

ク

ス
+

(

一

九
一

四

年
)

｡

(

3
)

3
､

『

帝
国
主
義
論
』

(

一

九
一

六

年
)

｡

(

4
)

4
､

｢

帝

国
主

義
と

社

会
主

義
の

分

裂
+

(

一

九
一

六

年
)
｡

こ

れ

ら
の

諸

文
献
に

お

け

る

マ

ル

ク

ス
､

エ

ン

ゲ

ル

ス

の

イ

ギ

リ

ス

労
働
運

動
論
の

レ

ー

ニ

ン

に

よ

る

窟
介
は

か

な
り

重

複
し

て

い

る

が
､

考
察
す
る

見
地
が

そ

れ

ぞ

れ

多
少

異
な
っ

て

い

る
｡

1

の

文

献
で

は
､

イ

ギ

リ

ス

の

社

会
主

義
運

動
が

労
働
運

動
か

ら

遊

離
し
て

い

る

と
い

う
マ

ル

ク

ス
､

エ

ン

ゲ

ル

ス

の

批
判
を

中

心
に

し

な
が

ら
､

2

の

文

献
で

は
､

プ

ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト

の

階

級
闘

争

の

戦
術
と
い

う

見
地
か

ら
､

3

の

文

献
で

は
､

イ

ギ

リ

ス

資
本

主

義
の

帝
国
主
義
的
特

質
と

労
働
運

動
に

お

け

る

日

和

見

主

義
と

の

関
連
性
と
い

う

見
地
か

ら
､

そ

し

て

4

の

文

献
で

は
､

国

際
社

会

主

義
運
動
の

分

裂
(

｢

革
命
的

社

会

民

主

主

義
+

と

｢

日

和
見

主

へ

一

I
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義
+

と
い

う
二

つ

の

潮
流
へ

の

分

裂
)

と

い

う

問
題
視

点
か

ら
､

マ

ル

ク

ス
､

エ

ン

ゲ

ル

ス

の

イ

ギ

リ

ス

労
働
運

動
論
が

紹
介

､

考

察
さ

れ

て

い

る
｡

こ

れ

ら
の

文

献
の

う
ち
で

も
マ

ル

ク

ス
､

エ

ン

ゲ

ル

ス

の

イ

ギ

ル

ス

労
働
運

動
論
が

､

他
の

諸

文

献
と

く

ら
ぺ

て
､

か

な
り

く
わ

し

く

紹
介
さ

れ

て

い

る

の

は
､

｢

帝

国
主
義
と

社

会
主

義
の

分

裂
+

に

お

い

て

で

あ

る
｡

こ

の

論
文
で

レ

ー

ニ

ン

は
､

イ

ギ

リ

ス

労
働

運
動
に

か

ん

す

る

マ

ル

ク

ス

と
エ

ン

ゲ

ル

ス

と

の

文

章
を
か

な
り

く

わ
し

く

抜
き

書
き

し
､

そ

し
て

そ

の

抜
き

書
き

を

読
者
に

提
示

す

る

に

あ

た

っ

て
､

解
説
を

付
し

て

い

る
｡

こ

の

解
説
に

よ

っ

て
､

わ

れ

わ
れ

は
､

レ

ー
ニ

ン

が
､

ど
の

よ

う
な

問
題
関
心

を

も
っ

て

マ

ル

ク

ス
､

エ

ン

ゲ

ル

ス

の

イ

ギ

リ

ス

労
働
運

動
論
を

研

究
し

た

か
､

を

知
る

こ

と

が

で

き

る
｡

こ

の

解

説
で

彼
は

つ

ぎ
の

よ

う
に

述
べ

て

い

る
｡

｢

一

九
一

四

-
一

九

〓
ハ

年
に

全
世

界
で

あ

の

よ

う
に

は
っ

き

り

と
た

も

と
を

わ
か
っ

た
､

今
日

の

労
働
運
動
内

の

二

つ

の

傾
向

〔

｢

革
命
的
社
会
民

主

主
義
+

と

｢

日

和
見

主

義
+

-
富
沢
〕

､

む

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

し

ろ
二

つ

の

党
ほ

､

エ

ン

ゲ

ル

ス

と
マ

ル

ク

ス

が

イ

ギ

リ

ス

で
､

ヽ

ヽ

ヽ

お

お

よ

そ
一

八
五

八

年
か

ら
一

八

九
二

年
ま

で
､

数

十

年
の

あ

い

だ

あ

と
づ

け
た

も

の

で

あ

る
｡

マ

ル

ク

ス

も
エ

ン

ゲ

ル

ス

も
､

せ

界
資
本
主

義
の

帝

国
主

義
時
代

を

見
ず
に

死
ん

だ
｡

こ

の

帝
国

主

義
時
代

は
､

一

八

九
八

-
一

九

〇

〇

年
以

後
に

よ

う
や

く
は

じ

ま

っ

た

の

で

あ

る
｡

だ

が
､

イ

ギ

リ

ス

の

特
殊
性
は

､

こ

の

国
で

ほ

す
で

に
一

九

世

紀
の

半
ば

か

ら
､

帝

国
主

義
の

す
く
な

く
と

も

二

つ

の

最
大
の

特

徴
が

存
在
し

て

い

た

こ

と

に

あ

る
｡

そ

れ

は
､

(

一

)

広
大

な

植
民

地
､

(

二
)

独

占

利
潤
(

世

界
市

場
に

お

け

る

独

占
的
な

地

位
の

結
果
と

し

て
)

､

で

あ

る
｡

こ

の

ど

ち

ら

の

点
で

も
､

イ

ギ

リ

ス

ほ

当

時
資
本
主

義
諸

国
の

う
ち
の

例
外
で

あ

っ

た
｡

そ

し
て

､

エ

ン

ゲ

ル

ス

と
マ

ル

ク

ス

ほ
､

こ

の

例
外
を

分

析
し

て
､

そ

の

こ

と

と
､

イ

ギ

リ

ス

の

労
働
運
動
内
で

の

日

和
見

主

義
の

(

一

時
的
)

勝
利
と

の

関

連
を

､

ま
っ

た

く

明

瞭
に

､

明

(

5
)

確
に

指
摘
し
た

｡

+

こ

の

よ

う
な

導
入

部
に

び

き

つ

づ

き

レ

ー

ニ

ン

は
､

マ

ル

ク

ス
､

エ

ン

ゲ

ル

ス

の

言

葉
を

抜
き

書
き

し
､

そ

れ

を

数
ペ

ー

ジ

に

わ

た
っ

て

読
者
に

提
示

し
､

最
後
の

ま

と

め

と

し

て
､

｢

わ

れ

わ

れ

は
､

読
者
が

全
体
と

し

て

そ

れ

を

研

究
で

き

る

よ
.

う
に

､

わ

ざ
と
マ

ル

ク

ス

と
エ

ン

ゲ
ル

ス

自
身
の

言

葉
を

か

な

り

く

わ

し

く

抜
き

書
き

し

た
｡

そ

し
て

､

こ

れ

は

研

究
さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

こ

れ

に

つ

い

て

は
､

注
意
ぶ

か

く

熟
考
す

る

償

う
ち

が

あ

る
｡

な
ぜ

な

ら
､

こ

こ

に
､

帝
国
主
義
時
代
の

客

観
的

▲7

諸

条
件
が

指
示

す
る

労
働
運

動
の

戦
術
の

中
心

点
が

あ

る

か

ら
で

ぷ
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(

6
)

あ

る
+

と
､

述
べ

て

い

る
｡

こ

こ

に
､

わ

れ

わ

れ

は
､

マ

ル

ク

ス
､

エ

ン

ゲ

ル

ス

の

イ

ギ

リ

ス

労
働
運

動
論
研

究
に

レ

ー

ニ

ン

が

ど

の

よ

う
な

意
義
づ

け

を
し

た

か

を

知
る

こ

と
が

で

き
る

｡

す
な

わ

ち
､

約
言
す

れ

ば
､

彼
は

､

日

和
見
主

義
の

本

質
を

究
明
し

､

日

和
見

主

義
と

闘
争
す

る

た

め

の

正

し
い

戦
術
を

学
び

と

る

た

め
に

､

彼

の

先

駆

者
た

ち
の

イ

ギ

リ

ス

労
働
運

動
論
を

研

究
し

た
の

で

あ

る
､

と

言
え

よ

う
｡

レ

ー

ニ

ン

は
､

｢

帝

国

主

義
と

社

会
主

義
の

分

裂
+

に

お

い

て

だ

け
で

は

な

く
､

文

献
2

と

3

に

お

い

て

も
､

マ

ル

ク

ス
､

エ

ン

ゲ

ル

ス

の

言

葉
を

多
く

引

用
し

て

い

る
｡

レ

ー

ニ

ン

は

彼
ら
の

言

葉
を

主
と

し

て

年
代

順
に

引

用
､

提
示
し

､

こ

れ

ら
の

素
材
を

読

者
の

研

究
に

重
ね

て

い

る

の

で

あ

る

が
､

本
論
文
に

お

い

て

ほ
､

レ

ー

ニ

ン

が

マ

ル

ク

ス
､

エ

ン

ゲ

ル

ス

の

イ

ギ

リ

ス

労
働
運

動
論

か

ら
ど
の

よ

う

な

点

を

学
び

と
っ

た

の

か

と

い

う

問
題
を

解

明

す

る

た

め
に

､

レ

ー

ニ

ン

が

提
示

す

る

こ

れ

ら
の

素
材

を
､

テ

ー

マ

別
に

分

類
し

な
お

し

て

み

た

い

と

思
う

｡

レ

ー

ニ

ン

が

提
示
す

る

マ

ル

ク

ス
､

エ

ン

ゲ

ル

ス

の

断
片
的
言

辞
と

そ

れ

ら
に

た

い

す

る

レ

ー

ニ

ン

の

評

価
と

を
､

こ

の

よ

う
な

わ

れ

わ

れ

の

問
題
関
心
か

ら

整
理
し

な

お

し

て

み

る

と
､

そ

れ

ら

は
､

(

こ

イ

ギ

リ

ス

の

世

界
市
場
独

占
･

植
民
地

独

占
と

プ

ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト

の
一

部
分
の

ブ

ル

ジ

冒

り

化

現

象
と
の

関
連
性

､

淵

(

二
)

イ

ギ

リ

ス

の

プ

ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト
一

般
の

｢

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

化
+

現

象
､

(

三
)

社

会
主

義
運

動
と

労
働
運
動
と

の

分

離
､

･
お

よ

び

(

四
)

プ

ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト

下

層
大

衆
へ

の

期
待

､

と
い

う

四
つ

の

問
題
群
に

分

類
さ

れ

う
る

｡

以

下
に

お

い

て

わ
れ

わ

れ

は
､

レ

ー

ニ

ン

が

マ

ル

ク

ス

と
エ

ン

ゲ

ル

ス

を

ど
の

よ

う
に

紹
介
し

､

評

価
し

た

か

を

調
べ

て

み

る

こ

と
に

し

よ

う
｡

(

一

)

イ

ギ

リ

ス

の

世

界
市
場
独

占
･

植
民
地

独

占
と
プ

ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト

の
一

部
分

の

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

化

現

象
と

の

関

連
性

｡

こ

の

間
題
が

マ

ル

ク

ス
､

エ

ン

ゲ

ル

ス

と

の

関
連
で

考

察
さ

れ

て

い

る

の

は
､

主
と

し

て

『

帝

国
主

義
論
』

の

第
八

草
｢

資
本
主

義
の

寄
生

性
と

腐
朽
+

と

論
文

｢

帝
国
主

義
と

社

会
主

義
の

分

裂
+

と

に

お

い

て

で

あ

る
｡

『

帝

国
主
義
論
』

に

お

い

て

レ

ー

ニ

ン

は
､

･

｢

労
働
者
を

分

裂
さ

せ
､

彼
ら
の

あ

い

だ
で

日

和
見
主

義
を

強

め
､

労
働
運
動
の

一

時
的

腐
敗
を

生

み

だ

す

と
い

う

帝
国
主

義
の

傾
向

が
､

イ

ギ

リ

ス

で

ほ
､

一

九

世
紀

末
か

ら
二

〇

世
紀
初
め
に

か

け

て

よ

り

も

は

る

か

以

前
に

現

わ
れ

た
と

い

う
こ

と

を
､

と

く
に

注

意
し
て

お

か

な

け

れ

ば

な

ち

な
い

｡

…

…
マ

ル

ク

ス

と
エ

ン

ゲ

ル

ス

ほ
､

労
働
運

動
に

お

け
る

日

和

見

主

義
と

イ

ギ

リ

ス

資
本

主

義

の

帝
国

主

義
的

特
質
と
の

こ

の

関
連
を

､

数
十

年
に

わ

た

っ

て

系

へ

+
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統
的
に

研

究
し

た
+

と

述
べ

､

エ

ン

ゲ
ル

ス

の

言

葉
(

マ

ル

ク

ス

(

7
)

の

言
葉
ほ

な
い
)

を
つ

ぎ
の

よ

う
に

引

用
し
て

い

る
｡

｢

た

と

え
ば

､

エ

ン

ゲ
ル

ス

ほ
一

八

五

八

年
一

〇

月

七

日

に

マ

ル

ク

ス

に

あ

て

て

つ

ぎ
の

よ

う
に

書
い

た
｡

『

イ

ギ

リ

ス

の

プ

ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト

は
､

事

実
上

ま

す

ま

す
ブ

ル

ジ

ョ

ワ

化
し

っ

つ

あ

り
､

そ

の

結
果

､

す

べ

て

の

国
民
の

う

ち
で

も
っ

と

も
ブ

ル

ジ

ョ

ワ
.

的
な
こ

の

国
民

は
､

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

つ

い

に

ほ
､

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

と

な

ら

ん

で
､

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

的
貴
族
と

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

的
プ

ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト

を

も
つ

と
こ

ろ
ま

で

行
き
つ

こ

う
と

お

も
ヶ

て

い

る

よ

う
に

見
え

る
｡

全

世

界
を

搾
取
し

て

い

る

国
民
に

か
っ

て

は
､

こ

れ

は

た

し

か

に

あ

る

程
度
ま
で

当

然
の

こ

と
で

あ

る
｡

』

そ

れ

か

ら

ほ

と
ん

ど

四

分
の

一

世

紀
の

の

ち
､

一

八

八
一

年
八
月

一

一

日

づ

け
の

手

紙
の

な

か

で
､

エ

ン

ゲ
ル

ス

は
､

『

中
産
階

叔
に

身

売
り

し

た

か
､

あ

る

い

は

す

く

な

く
と

も

彼
ら
か

ら

金

を
も

ら
っ

て

い

る

人

間
に

､

あ

ま

ん

じ

て
.
ひ

き

ま

わ

さ

れ

て

い

る

最
憩
の

イ

ギ

リ

ス

の

労
働
組
合
』

に

つ

い

て

述
べ

て

い

る
｡

さ

ら
に

そ

の

後
､

一

八

八
二

年
九

月
一

二

日

づ

け
の

カ

ウ

ツ

キ

ー

あ

て

の

手

紙
の

な

か

で

は
､

エ

ン

ゲ

ル

ス

は
こ

う
書
い

て

い

る
｡

『

君

は
､

聴
民

地

政

策
に

つ

い

て
､

イ

ギ
リ

ス

の

労
働
者

が

ど

う

考
え

て

い

る

か

と

質
問
す

る
｡

と
こ

ろ
で

､

彼
ら
の

考
え

方
は

全

体
と

し
て

政

治
に

つ

い

て

の

彼
ら
の

考
え

方

と

ま
っ

た

く

お

な

じ

な
の

だ
｡

つ

ま

り
､

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

が

考
え

る

と

お

り

に

考

え

て

い

る
｡

当

地
に

は

労
働
者

政

党
が

存
在
し

な

い
｡

あ

る

の

は

た

だ

保
守

党
と

急
進

自
由
党
だ

け

だ
｡

そ

し

て

労
働
者
は

と
い

え

ば
､

イ

ギ

リ

ス

の

世

界
市
場
独

占
と

植
民

地

独

占
と

の

お

す

そ

わ

け
に

気
楽
に

あ

ず
か

っ

て

い

る

と
い

う

わ

け
だ

｡

』

…

…
+

ま
た

､

労
働
貴
族

や

労
働
運

動
指
導
者
た

ち
の

日

和
見
主

義
に

か

ん

す
る

マ

ル

ク

ス

と
エ

ン

ゲ

ル

ス

の

観
察
は

､

｢

帝

国

主

義
と

社

会
主
義
の

分

裂
+

の

な
か

で

は

つ

ぎ

の

よ

う
に

紹
介
さ

れ

て

い

る
｡

｢

一

八

七
二

年
九

月
二

一

日

づ

け
の

ゾ
ル

ゲ

に

あ

て

た

手

紙
で

は
､

エ

ン

ゲ

ル

ス

は
､

ヘ

イ

ル

ズ

(

H
巴
e

∽

)

が

イ

ン

タ

ナ

シ

ョ

ナ

ル

の

〔

イ
ギ

リ

ス
〕

連
合
評

議
会
で

大

騒

ぎ

を
も

ち

あ

げ
､

マ

ル

ク

ス

が

『

イ

ギ

リ

ス

の

労
働
指
導
者
た

ち

は

身
売
り

し

た
』

と

言
っ

た

と
い

う
理

由
で

､

マ

ル

ク

ス

に

た

い

す
る

講
貴
決
議
を

と

お

し

た

こ

と

を

報
じ

て

い

る
｡

マ

ル

ク

ス

ほ
､

一

八

七

四

年
八
月

四

日

づ

け

で
､

ゾ
ル

ゲ

に

あ

て

て

こ

う

書
き

お

く
っ

て

い

る
｡

(

イ

ギ

リ

ス

の
)

『

都
市
労
働
者
に

つ

い

て

い

え
.
ば

､

そ

の

指

導

者
の

一

党
が

全

員
議
会
に

は

い

ら
な

か

っ

た

こ

と

は

残
念
で

あ

る
｡

そ

う
な

る

こ

と

が
､

こ

の

餞
民

ど
も

を
や

っ

か

い

ば

ら
い

す

る

い

ち

ば

ん

確
か

な

道
だ

っ

た

の

に
｡

』

エ

ン

ゲ

ル

ス

は
､

一

八

八
一

■
淵
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年
八

月

二
日

づ

け
の

マ

ル

ク

ス

に

あ

て

た

手

紙
の

な

か

で
､

『

ブ

ル

ジ

㌻
ジ

ー

に

買
収
さ

れ

た
か

､

す

く
な

く
と

も

彼
ら
か

ら
金

を

も

ら
っ

て

い

る

連
中
に

引

き

ま

わ
さ

れ

て

い

る

最
悪
の

イ

(

8

)

ギ

リ

ス

労
働
観
合
』

と
い

っ

て

い

る
｡

+

｢

一

八

八

九

年
十

二

月

七

日

に

は
､

エ

ン

ゲ

ル

ス

は

ゾ
ル

ゲ

に

あ

て

て

こ

う

書
き
お

く
っ

て

い

る
｡

…
…
『

当

地
で
』

(

イ

ギ

リ

ス
)

『

も
っ

と

も

胸
の

悪
い

も

の

は
､

労
働

者
の

血
や

肉
ま

で

深
く
し

み

こ

ん

だ

ブ

ル
■

ジ

ョ

ブ

的

な

〝

お

上

品
ぶ

り
″

(

諾
切

思
え

旨
-

-
i

t

ユ

で

あ

る
｡

…

…

私

が

い

ち

ば

ん

り
っ

ば

な

男
と

お

も
っ

て

い

る

ト

ム

･

マ

ン

す

ら
､

ロ

ン

ド

ン

市
長
閣
下
と

昼

食
を

と

も
に

す

る

の

だ
､

な

ど

と

吹

聴
し
た

が

る

し

ま
つ

で

あ

る
｡

こ

れ

に

フ

ラ

ン

ス

人

を

対

比

し

て

み

れ

ば
､

革
命
と
い

う

も
の

が

ど

ん

な

役
に

た

つ

か

が

わ
か

る

で

あ

ろ

(

9
)

ぅ
｡

』

と
｡

+

｢

エ

ン

ゲ

ル

ス

が
､

数
十

年
の

あ
い

だ

く

り

か

え

し

て

述
べ

て

き

た
こ

れ

ら
の

思

想
を

､

彼
が

公

け
に

､

出
版
物
の

な

か

で

も

表
明
し

た

こ

と

は
､

一

八

九
二

年
の

『

イ

ギ

リ

ス

に

お

け

る

労
働
者
階

級
の

状

億
』

第
二

版
の

彼
の

序
文
が

証

明

し
て

い

る
｡

そ

こ

に

は
､

『

労
働
者
の

広
大

な

大

衆
』

に

対

置
し

て
､

『

労
働
者

階
級
中
の

貴
族
』

の

こ

と

が
､

『

労
働
者
の

特

権
的
な

少

数

者
』

の

こ

と
が

､

論
じ

ら
れ

て

い

る
｡

一

八

四

八

-
一

八

六

八

年
に

お

け

る

イ

ギ

リ

ス

の

特
権
的
地

位
か

ら

『

持
続
的
な

利
益
』

を

得
た

の

は
､

労
働
者
階
級
の

『

特
権
的
な

､

保
護
さ

れ

た
､

わ

ず
か

な

却

少
数
者
』

だ

け

で

あ
っ

て
､

『

大

多
数
の

労
働
者
に

つ

い

て

は
､

せ

い

ぜ

い

そ

の

状
態
が

一

時
改

善
さ

れ

た

だ

け

で

あ
っ

た
｡

』

…

…
イ

ギ

リ

ス

の

エ

葉
上
の

『

独

占
の

崩
壊
と

と

も
に

､

イ
ギ

リ

ス

の

労
働
者
階
叔
は

こ

の

特
権
的
地

位
を

失

う

で

あ

ろ

う
｡

』

…

…

イ

ギ

リ

ス

で

『

い

わ

ゆ

る

労
働
者

議
員
』

と

呼
ば

れ

て

い

る

の

は
､

『

自
分

で
､

労
働
者
と
い

う
自
分
の

資
祐
を

自
分
の

自
由
主
義
の

大
海
の

な

か

に

投
げ
こ

み

た
が

っ

て

い

る

と
い

う
理

由
で

､

労
働

(

1 0
)

着
で

あ

る

こ

と

を

大

日
に

み

て

も

ら
っ

て

い

る
』

連
中
で

あ

る
｡

+

レ

ー

ニ

ン

は
､

マ

ル

ク

ス

と
エ

ン

ゲ
ル

ス

の

こ

の

よ

う
な

発
言
を

引

用

し
､

こ

れ

ら
の

発
言

を
つ

ぎ
の

よ

う
に

解

釈

し

て

い

る
｡

｢

こ

こ

に

は
､

原
因
と

結
果
と

が

明

白
に

指
摘
さ

れ

て

い

る
｡

原

因
は

､

(

一

)

こ

の

国
に

よ

る

全
世

界
の

搾
取

､

(

二
)

せ

界
市
場

に

お

け

る

そ

の

独

占
的

地

位
､

(

三
)

そ

の

植
民

地

独

占
､

で

あ

る
｡

結
果

ほ
､

(

一

)

イ

ギ

リ

ス

の

プ

ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト

の
一

部

分
の

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

化
､

(

二
)

プ

ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト

の
一

部
分
が

､

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

ジ

ー

に

よ
っ

て

買
収
さ

れ

て

い

る

か
､

あ

る

い

は

す

く
な

く
と

も

彼
ら
か

ら

金
を

も

ら
っ

て

い

る

人

間
に

自

分
た

ち
の

(

n
)

指
導
を

ゆ

る

し
て

い

る

こ

と
､

で

あ

る
｡

+

こ

の

よ

う
に

し

て

レ

ー

ニ

ン

は
､

マ

ル

ク

ス

と
エ

ン

ゲ

ル

ス

と

へ

二



( 4 3 ) レ
ー ニ ン の イ ギ リ ス 労働運動論 (

一

)

一

一

主

か

ら

(

直
接
的
に

ほ

エ

ン

ゲ
ル

ス

か

ら
)

､

イ

ギ

リ

ス

の

世

界

市

場
独

占
･

植
民
地

独

占
と
プ

ロ

レ

タ

リ

ア

ト

ト

の

一

部
分
の

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

化

現

象
と
を

関
連
づ

け

る

こ

と

を

学
び

と
っ

た

の

で

あ

る
｡

(

二
)

プ

ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト

の

｢

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

化
+

現

象
｡

こ

の

現

象
に

か

ん

す

る
マ

ル

ク

ス

と
エ

ン

ゲ
ル

ス

と
の

見
解
は

､

主

と
し

七
､

｢

カ

ー

ル

･

マ

ル

ク

ス
+

の

最
終
節
の

｢

プ

ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト

の

階

級
闘

争
の

戦
術
+

に

お

い

て
､

考
察
さ

れ

て

い

る
｡

レ

ー

ニ

ン

ほ
､

引

用
に

さ

い

し
て

､

『

マ

ル

ク

ス

と
エ

ン

ゲ

ル

ス

の

往
復
書
簡
集
』

(

一

九
一

三

年
版
)

の

引
用
ペ

ー

ジ

数

を

記

し

て

い

る

が
､

引
用
し
た

手
紙
が

書
か

れ

た

年
月
日

を

記
し
て

い

な

い

し
､

さ

ら
に

引

用
文
が

マ

ル

ク

ス

に

よ

る

も

の

か

エ

ン

ゲ
ル

ス

に

よ

る

も
の

か

も

記
し

て

い

な
い

｡

そ

こ

で
､

本
論
文
で

は
､

該

当

箇
所
を

､

筆
者
名
と

年
月

日

を

付
し

(

さ

ら
に

『

往
復
集
簡
集
』

の

ペ

ー

ジ

を

略
し
て
)

､

引

用

す

る

こ

と
に

し

よ

う
｡

レ

ー

ニ

ン

は
､

き

た

る

ぺ

き

戦
い

に

そ

な

え
て

プ

ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト

の

軍
勢
を

訓
練
す
べ

き

長
期
の

｢

平
和
的
+

期
間
に

お

け
る

経
済
闘
争
と

労
働
組
合
運
動
と
の

綱
領
と

戦
術
を

理

解

す
る

た
め

に

は
､

イ

ギ

リ

ス

の

労
働
運

動
の

例
に

つ

い

て

マ

ル

ク

ス

と
エ

ン

ゲ
ル

ス

が

あ

た

え

た

お

び

た

だ

し
い

指
摘
を

､

つ

き

あ

わ

せ

て

み

る

必

要
が

あ
る

､

と

し

て
､

マ

ル

ク

ス

と
エ

ン

ゲ

ル

ス

の

つ

ぎ
の

よ

う
な

指
摘
を

引

用

し
て

い

る
｡

｢

…

…

産
業
の

『

繁
栄
』

が
､

『

労

働
者
を

買
収
し
』

〔

一

八

五
一

年
二

月
五

日

づ

け
エ

ン

ゲ

ル

ス

の

手

紙
〕

､

彼
ら

を

闘
争
か

ら

そ

ら

せ

よ

う

と

す
る

試
み

を

呼
び

お
▼

こ

し

て

い

る

こ

と
､

こ

の

繁
栄
が

一

般
に

労
働
者
の

『

士

気
を

退

廃
さ

せ

る
』

こ

と

〔

一

八
五

七

年
一

二

月
一

七
日

づ

け
エ

ン

ゲ
ル

ス

の

手
紙
〕

､

イ
ギ

リ

ス

の

プ

ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト

は

『

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

化
』

し
っ

つ

あ

り
､

『

す
べ

て

の

国

民

の

う

ち
で

も
っ

と

も

ブ

ル

ジ

可

り

的
な
こ

の

国

民
…

…

は
､

つ

い

に

は
､

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

ジ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

-

と

な

ら

ん

で
､

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

的

貴
族

と
ブ

ル

ジ

ョ

ワ

的
プ

ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト

を
も

つ

と
こ

ろ

ま
で

す

す

み

た

が

っ

て

い

る

よ

う
に

み

え

る
』

こ

と

〔

一

八
五

八

年
一

〇

月

七

日

づ

け
エ

ン

ゲ

ル

ス

の

手

紙
〕

､

イ

ギ

リ

ス

の

プ

ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト

の

『

革
命
的
エ

ネ

ル

ギ

ー
』

が

消

滅
し
っ

つ

あ

る

こ

と

〓

八

六

三

年
四

月

八

日

づ

け

エ

ン

ゲ

ル

ス

の

手

紙
〕

､

『

イ

ギ

リ

ス

の

労
働
者
が

こ

う

む
っ

て

い

る

よ

う
に

み

え

る

ブ

ル

ジ
ョ

ワ

的
感
染
か

ら
ぬ

け

だ

す
』

ま
で

に

ほ
､

か

な

り

長
い

あ

い

だ

待
た

な

け
れ

ば

な

ら
な
い

だ

ろ

う
と

い

う
こ

と

〔

一

八
六

三

年
四

月

九

日

づ

け
マ

ル

ク

ス

の

手

紙
〕

､

イ

ギ

リ

ス

の

労
働
運

動
に

は

『

チ

ャ

ー

テ

イ

ス

ト

の

熱
情
』

が

欠

け

て

い

る

こ

と

〔

一

八
六

六

牢
四

月
二

日

づ

け
マ

ル

ク

ス

の

手

紙
〕

､

一
一

▲

イ

ギ

リ

ス

の

労
働
者
の

首
領
た

ち

は
､

そ

の

タ

イ

プ

か

ら
い

っ

て

ぷ
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『

急
進
的
ブ

ル

ジ

ョ

ワ

と

労
働
者
』

と

の

中

間
物
の

よ

う
な
も

の

に

な

り
つ

つ

あ

る

こ

と

〔

一

八

六

九

年

二
月

一

九
日

づ

け
エ

ン

ゲ

ル

ス

の

手

紙
〕

､

イ

ギ

リ

ス

の

独

占
の

お

か

げ
で

､

そ

し
て

こ

の

独

占
が

打
破
さ

れ

る

ま
で

は
､

『

イ

ギ

リ

ス

の

労
働

者
ほ

う

ご

こ

う
と

も

し

な
い
』

こ

と

〔

一

八

八
一

年
八

月
一

一

日

づ

け
エ

ン

ゲ

ル

ス

の

手

紙
〕

､

-
こ

れ

ら
が

そ
の

指
摘
で

あ

る
｡

+

こ

れ

ら

の

指
摘
を

引

用
し

た

あ

と

で
､

レ

ー
ニ

ン

は
､

そ

れ

を

評
価
し

て
､

｢

こ

こ

で

は
､

経

済

闘

争
の

艶
術
は

労
働
運
動
の

一

般
的
行
程

(

お

よ

び

そ

の

結
果
)

と

関
連
さ

せ

て
､

い

ち

じ

る

し

く

広
範
な

､

全
面

的
な

､

弁
証
法

的

な
､

真
に

革
命
的
な

見
地
か

ら

考

察
さ

れ

て

い

る
+

と

述
べ

て

い

る
｡

し
か

し
わ

れ

わ

れ

ほ
､

む

し

ろ
こ

れ

ら
の

指
摘
か

ら

直

接
的
に

読
み

と

れ

る

こ

と

が
､

世

界

市

場

独

占
･

植
民

地

独

占
に

基
礎
を

も
つ

イ

ギ
リ

ス

の

プ

ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト
一

般
の

｢

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

化
+

現

象
で

あ
る

点
に

注
目

す
べ

き

で

あ

ろ

う
｡

(

三
)

社

会

主

義
運

動
と

労
働
運

動
と

の

分

離
｡

こ

の

間
題
は

､

主
と

し

て

上

記
の

文

献
1

に

お

い

て

考
察
さ

れ

て

い

る
｡

こ

の

文

献
は

､

書
簡
集
の

序
文
と

し

て

書
か

れ

て

い

る

の

で
､

そ

こ

で

は
､

マ

ル

ク

ス
､

エ

ン

ゲ

ル

ス

か

ら
の

直

接
的
引

用
は

あ

ま

り

な

さ

れ

ず
､

彼
ら
の

手

紙
の

な
か

で
一

貫
し
て

主

張
さ

れ

て

い

る

問

題
を

レ

ー

ニ

ン

が

解
説
す

る

と
い

う
か

た

ち

が

と

ら

れ

て

い

る
｡

レ

一

題3

ニ

ン

は
､

こ

の

間
題
に

か

ん

し

て
､

お

よ

そ

つ

ぎ
の

よ

う
な

三

点

(

1 2
)

を

指
摘
し

て

い

る
｡

一

､

イ

ギ

リ

ス

で

も

ア

メ

リ

カ

で

も
､

一

九

世

紀
の

最
後
の

三

分
の
一

期
に

は
､

プ

ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト

は
､

政

治

的
独

立

性
を

発

揮
し

な
か

っ

た
｡

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

民

主

主

義
的
な

歴
史
的
任
務
が

は

と
ん

ど

な

く
な

っ

て

し

ま
っ

た
こ

れ

ら
の

国
の

政
治

的

舞
台
は

､

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

ジ

ー

に

よ

り

独

占
さ

れ

て

い

た
｡

二
､

こ

れ

ら
の

国
に

お

け

る

労
働
運

動
の

基
本
的
特
徴
と

し

て
､

プ

ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト

が

全

国
民

的
な

民

主

主

義
的
任

務
に

直
面

し

て

い

な
い

こ

と
､

プ

ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト

が

完
全
に

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

ジ

ー

の

政

策
に

従

属
し

て

い

る

こ

と
､

少

数
の

社
会
主

義
者
が

プ

ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト

か

ら
セ

ク

ト

的
に

遊
離
し

て

い

る

こ

と
､

お

よ

び
､

選
挙
の

さ

い

に

社

会
主

義
者
が

労
働
者
大

衆
の

あ
い

だ

で

成

功
を

お

さ

め

て

い

な
い

こ

と
､

な

ど

を

あ

げ

る

こ

と
が

で

き

る
｡

三
､

マ

ル

ク

ス

と
エ

ン

ゲ

ル

ス

は
､

労
働
者
の

政
治

的
独

立

性

が

み

ら

れ

な
い

国
の

社

会
主

義
者
に

た

い

し

て
､

狭
い

セ

ク

ト

主

義
を

根
絶
し

､

労
働
運

動
と

融
合
し

､

そ

れ

に

よ
っ

て

プ

ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト

を

政

治
的
に

ふ

る

い

た

た

せ

る

よ

う
に

お

し

え
た

｡

エ

ン

ゲ

ル

ス

ほ
､

独

立
し

た

労
働
者
党
を

結
成
す

る

こ

と

の

重

要
性

へ

〈

■
､
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一

)

i

主

を

強
調
し

た
｡

こ

う
し

て

レ

ー

ニ

ン

は
､

｢

マ

ル

ク

ス

と
エ

ン

ゲ
ル

ス

が

イ

ギ

リ

ス

と

ア

メ

リ

カ

の

社

会
主

義
に

つ

い

て
､

な
に

よ

り

も

は

げ

し

く

批
判
し

て

い

る

の

は
､

そ

れ

が

労
働
運

動
か

ら

切
り

は

な

さ

れ

(

1 3
)

て

い

る

こ

と

で

あ

る
+

と

結
論
す
る

｡

.

(

四
)

プ

ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト

下

層
大
衆
へ

の

期

待
｡

こ

の

間
題

に

か

ん

し

て

は
､

｢

帝
国
主

義
と

社
会
主

義
の

分

裂
+

に

お

い

て
､

も
っ

ぱ

ら

晩
年
の

エ

ン

ゲ

ル

ス

の

見
解
が

､

考
察
さ

れ

て

い

る
｡

レ

ー

ニ

ン

は
､

エ

ン

ゲ

ル

ス

の

手

紙
か

ら
､

つ

ぎ
の

箇
所
を

引

用

(

1 4
)

し
て

い

る
｡

ヽ

ヽ

イ

ギ

リ

ス

の

労
働
者
階

級
の

｢

運

動
は

地

表
の

下
で

す

す

ん

で

い

て
､

ま

す

ま

す

広
範
な

層
を

ま

き
こ

ん

で

い

る

が
､

こ

れ

ま
で

不

活

発
で

あ
っ

た

最
下

層
の

大

衆
の

あ

い

だ

で
､

そ

れ

が

ま
さ

に

も
っ

と

も

著
し

い
. ｡

そ

し

て
､

こ

の

大
衆
が

突
然
自
分

自
身
を

さ

ヽ

ヽ

と

る

日
､

自
分
た

ち
こ

そ

こ

の

動
き
つ

つ

あ

る

巨

大
な

大
衆
で

あ

る

と
い

う
こ

と
に

気
づ

く

日

は
､

も

う

遠
く
ほ

な
い

｡

+

(

一

八

九

〇

年
四

月
一

九

日

づ

け
エ

ン

ゲ

ル

ス

の

手

紙
)

｢

崩
壊
し

た

波
止

場
労
働
組
合
の

失

敗
｡

古
い

保
守
的

な

労
働

ヽ

ヽ

ヽ

組
合

､

富
ん

だ
､

だ

か

ら
こ

そ

臆
病
な

組
合
だ

け

が
､

易
面
に

の

こ

っ

て

い

る
｡

+

(

一

八
九

一

年
三

月

四

日

づ

け
エ

ン

ゲ

ル

ス

の

手

紙
)

ニ

ュ

ー

カ

γ

ス

ル

の

労
働
組
合
大

会
で

古
い

組
合

主

義
者
た

ち
､

八

時
間
労
働
計

の

反

対

者
た

ち
が

敗
北
を

喫
し

た
｡

｢

そ

し

て
､

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

新
聞
も

､

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

的
労
働
者

党
の

敗
北

を

完
全

に

…

…

み

と

め

て

い

る
｡

+

(

一

八

九
一

年
九
月

一

四

日

づ

け
エ

ン

ゲ

ル

ス

の

手

紙
)

こ

れ

ら

手

紙
の

文

章
の

引

用
に

ひ

き
つ

づ

き
､

レ

ー

ニ

ン

は

さ

ら
に

､

『

イ

ギ

リ

ス

に

お

け
る

労
働
者
階

級
の

状

態
』

第
二

版
の

序
文

(

一

八

九
二

年
)

の

な
か

か

ら
､

エ

ン

ゲ

ル

ス

が
､

不

熟
練

労
働
者
の

労
働
組

合
員
の

長
所
と
し

て
､

｢

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

的

偏

見

に

ま
っ

た

く
と

ら
わ

れ

て

い

な
い

こ

と
+

を

指
摘
し

て

い

る

箇
所

(

娼
)

を
､

■
引

用
し

て

い

る
｡

こ

こ

に
. レ

ー

ニ

ン

に

よ

っ

て

引

用
さ

れ

た

エ

ン

ゲ

ル

ス

の

文

章

は
､

一

八

九

〇

年
か

ら

九
二

年
の

あ

い

だ

に

書
か

れ

た

も
の

で

あ

る
｡

こ

の

時
期
は

､

一

八
八

〇

年
代
に

ほ

じ

ま
る

イ

ギ

リ

ス

に

お

け

る

社

会
主

義
復
活
の

時
期

､

不

熟
練
労
働
者
に

よ

る

新
し
い

組

合
運

動
の

勃
興
の

時
期
で

あ
っ

た
｡

レ

ー

ニ

ン

ほ

こ

の

よ

う
な

時

代
を

反
映
し

た
エ

ン

ゲ
ル

ス

の

発
言

を

高
く

評

価
し

て
､

｢

エ

ン

ヽ

ヽ

ゲ

ル

ス

は
､

古
い

労
働
組
合
の

『

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

的

労

働

者

党
』

､

特
権

的
な

少

数
者
と

､

『

下

層
の

大
衆
』

､

真
の

多
数
者
と

を

区

別

㍊

ヽ

ヽ

ヽ
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ヽ

ヽ

し
､

『

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

的
お

上

品

さ
』

に

感

染
し

て

い

な
い

こ

の

大

衆
に

呼
び

か

け
て

い

る
｡

こ

れ

こ

そ
､

マ

ル

ク

ス

主

義
的
戦
術
の

(

1 6
)

核
心

で

あ

る
+

と
､

主

張
し

て

い

る
｡

わ

れ

わ

れ

は

こ

れ

ま
で

､

レ

ー

ニ

ン

が

マ

ル

ク

ス
､

エ

ン

ゲ

ル

ス

の

イ

ギ

リ

ス

労
働
運
動
論
を
ど

の

よ

う
な

も
の

と
し

て

と

ら
え

､

ど
の

よ

う
に

解
釈
し

た

か
､

と

い

う

問
題
を

考

察
し

て

き

た
｡

右

の

多
く
の

引

用

文
か

ら
す

で

に

明

ら
か

な
よ

う
に

､

レ

ー

ニ

ン

が

マ

ル

ク

ス
､

エ

ン

ゲ

ル

ス

の

イ

ギ

リ

ス

労
働
運

動
論
と

し

て
一

括

し
て

考
察

､

評
価
し

て

い

る

も
の

の

内

容
を

分

析
し
て

み

る

と
､

実
は

､

マ

ル

ク

ス

に

よ

る

も

の

は

非
常
に

少
く

､

そ

の

ほ

と
ん

ど

が

エ

ン

ゲ

ル

ス

に

よ

る

も
の

で

あ

る

と
い

う

事
実
が

判

明

す
る

｡

そ
の

意
味
に

お

い

て
､

レ

ー

ニ

ン

は
､

直
接
的
に

は
､

マ

ル

ク

ス

で

は

な

く
､

エ

ン

ゲ

ル

ス

の

イ

ギ

リ

ス

労
働
運

動
論
を

継
承

し
て

(

1 7
)

い

る
､

と

言
い

う
る

｡

だ

が
､

こ

こ

で
､

マ

ル

ク

ス

ー
ー
エ

ン

ゲ

ル

ス

ー
レ

ー
ニ

ン

の

イ

ギ

リ

ス

労
働
運
動

論
の

そ

れ

ぞ
れ

の

異

(

1 8
)

同
と

継
承
関
係
を

論
ず
る

余
裕
は

な
い

｡

ま
た

そ

の

よ

う
な

問
題

ほ

本

章
の

主

眼
で

も

な
い

｡

本
草
で

は

さ

し

あ

た

り
､

レ

ー
ニ

ン

が
､

彼
の

時
代

状
況
を

ふ

ま

え
て

､

彼
な

り

の

問
題
関
心

と

方

法

で
､

彼
の

先

駆
者
た

ち

か

ら
､

ど
の

よ

う
な

問
題
点

を

学
び

と
っ

た

か

を
､

明
ら
か

に

す
れ

ば

た

り

る
｡

そ

の

主

要
な

問
題
点

と
は

､

こ

れ

ま

で

の

考

察
か

ら

す
で

に

明

湖

ら
か

な

ご

と

く
､

一

､

世

界
市
湯
独

占
･

植
民

地

独

占
と

日

和

見

主

義
と

の

密

接
な

関

連
性

､

二
､

帝
国
主

義
国
に

お

け
る

プ

ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト
一

般
の

｢

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

化
+

現

象
､

三
､

帝
国

主

義

国
に

お

け
る

労
働
運

動
と

社

会
主

義
運

動
と
の

遊
敢
現

象
､

四
､

帝

国

主

義
国
に

お

け

る

革
命
の

展
望
と

関
連
す

る
､

独

占
の

崩
壊

､

お

よ

び

プ

ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト

下

層
大

衆
の

組

織
化

を

基
盤
と

す

る

労
働
者
政
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