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W
･

シ

ュ

ル

ツ

の

(

分
業
と

生

産
諸
力
の

歴

史
哲
学

)

と
マ

ル

ク

ス

は

じ

め

に

ゲ
ィ

ル

ヘ

ル

ム

･

シ

ュ

ル

ツ

(

一

七

九

七

-
一

八

六

〇
)

は

ヘ

ッ

セ

ン

出
身
の

政

治

的
ジ

ャ

ー

ナ

リ

ス

ト

で

あ

り
､

ド

イ

ツ
一

八

四

八

年
革
命
に

フ

ラ

ン

ク

フ

ル

ト

国
民

議
会
の

左

派

儀
貞
と

し

て

(

1
)

登

場
す
る

急

進
的
民

主

主

義
者
の

一

人
で

あ

る
｡

彼
の

著
書
『

生

(

2
)

塵
の

運

動
』

は
､

｢

三

月

前
+

期
の

情
況
の

中
で

既

成

の

社

会

諸

理

論
を

批

判

し
っ

つ
､

資
本

主

義
が

生

み

出
し

て

い

る

社

会
問
題

の

平
和
的

解

決
を

通
し

て

｢

民
主

主

義
+

を

実
現
さ

せ

る

と
い

う

主

張
を

､

歴
史
的

･

理

論
的

に

根
拠
づ

け
よ

う

と

す
る

彼
の

主

著

で

あ

り
､

｢

多
く
の

信
奉
者
を
も

っ

た

が
､

ま

た

多
く

の

敵

を

も

(

3
)

っ

た

著
作
+

で

あ
っ

た
｡

マ

ル

ク

ス

も
､

一

八

四

四

年
の

『

経
済

植

村

邦

彦

(

4
)

学
･

哲
学
草
稿
』

で

こ

の

書
物
か

ら

多
く

を

引

用

し
て

お

り
､

後

(

5
)

の

『

資
本

論
』

で

は
､

｢

多
く
の

点
で

称

賛
に

催

す

る

著

作
+

と

述
べ

て

い

る
｡

『

生

産
の

運

動
』

は
､

物

質
的
生

産
､

■
精
神
的
生

産

-
歴

史

的

考
察

､

精
神
的
生

産

-
統
計
的
考
察

､

の

三

幸
か

ら

な

り
､

大
づ

か

み

に

言
え

ば
､

第
一

章
ほ

歴

史
の

基

礎
を

な

す

物

質
的

生

産
の

歴

史
的

発
展
の

叙
述

､

第
二

革
は

､

そ

れ

に

規
定
さ

れ

る

精

神

的
生

産
､

す

な

わ

ち
､

言
語

･

宗
教

･

芸
術

･

科

学
の

原

始
か

ら

現

代
に

い

た
る

形

成

発
展
の

叙
述

､

第
三

章
は

｢

キ

リ

ス

ト

教

的
現

代
+

の

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

諸

国
の

棉
神

的
情
況
の

血
較
分

析
､

で

あ

る
｡

こ

の

構
成

か

ら

も

わ
か

る

よ

う
に

､

こ

れ

は
､

人

類
史
の

構
想
を

も
っ

た

歴
史
哲
学
の

書
で

あ
っ

た
｡

曹

r

l申

1

.
j
址
叩

t

わ

㌢

.り

強

考

†

外

.
←
.

-
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∴

J

ナ

.j
l

ぷ
叩

+

山

,
`

叫

争

}

お

軌

→

マ

ル

ク

ス

の

思
想

形
成

史
に

占
め

る

こ

の

書
物
の

意

義
に

は

じ

め
て

注
目

し

た

の

は
､

A
･

コ

ル

ニ

ュ

で

あ
っ

た
｡

彼
は

､

『

経
･

哲
草
稿
』

の

執
筆
の

際
に

マ

ル

ク

ス

に

影
響
を

与
え

た

書
と

し

て
､

エ

ン

ゲ
ル

ス

の

『

国
民

経

済
学
批
判

大
綱
』

､

M
･

ヘ

ス

の

『

ス

イ

ス

か

ら
二

一

ボ

ー

ゲ

ン

』

詰
所
載
の

諸

論
文

と

並

ん

で
､

｢

従

来

(

6
)

ほ

と

ん

ど

顧
慮
さ

れ

る

こ

と
の

な
か

っ

た
+

シ

ュ

ル

ツ

の

『

生

産

の

運

動
』

を

挙
げ
て

い

る
｡

彼
の

シ

ュ

ル

ツ

評

価
の

要
点

は
､

シ

ュ

ル

ツ

が

｢

経
済
的
･

社

会
的

発
展
の

分

析
を

通
じ

て

(

中

略
)

(

7
)

一

種
の

唯
物
史
観
に

導
か

れ

た
+

と
い

う
こ

と

に

あ

る
｡

し

か

し

コ

ル

ニ

ュ

は
､

こ

の

歴

史
観
の

÷

ル

ク

ス

ヘ

の

影
響
を

具
体

的
に

明

ら
か

に

す
る

に

ほ

い

た
っ

て

い

な
い

｡

以

後
の

諸

研

究
も

､

こ

(

8
)

の

具

体

的
検
討
ほ

残

し

た

ま

ま
で

い

る
｡

本
稿
で

は
､

ま

ず
『

生

産
の

運

動
』

の

歴
史

観
､

コ

ル

ニ

ュ

の

言
う
｢

一

種
の

唯
物
史
観
+

の

内
容
を

明

ら
か

に

し
､

そ

の

意
義

を

検
討
し

た

上
で

､

そ

れ

を

『

鮭
･

哲
草
稿
』

の

マ

ル

ク

ス

の

思

想
と

対
比

さ

せ

な
が

ら
､

マ

ル

ク

ス

が

シ

ュ

ル

ツ

か

ら

何
を

受
け

取
り

､

何

を

受
け

取
ら
な

か

っ

た
の

か
､

ま
た

何
を

評
価
し

､

何

を

批

判
し

た

の

か

を
､

具
体

的
に

明

ら
か

に

す
る

こ

七

に

し

た

い
｡

何

分

業
と

生

産
諸
カ
の

歴
史
哲
学

『

生

産
の

運
動
』

に

お

け

る

シ

ュ

ル

ツ

の

ね

ら
い

は
､

歴

史
の

経
済
的

･

社

会
的
発
展
の

法

則
が

存
在
す
る

こ

と

を

明

ら
か

に

し
､

そ

の

法

則
に

従
っ

た

社

会
の

未
来
像
を

与
え

る

こ

と
で

あ
っ

た
｡

そ

し
て

､

こ

の

法
則
の

解

明
は

同

時
に

､

現

在
の

社

会

状
態
と

社

会
に

関
す
る

諸

理

論
と

を

批
判

し
､

新
し
い

社

会
諸

関

係
の

組
織

化
の

た

め

の

理

論
的
基

礎
付

け

を

与
え

る

こ

と

で

も

あ

る
｡

｢

国

家
と

社

会
の

新
し
い

科

学
の

基
礎
付

け
の

た

め

の
+

と
い

う
こ

の

事
の

副

題
は

､

こ

の

よ

う
な

意
図
を

示

す

も
の

で

あ

っ

た
｡

シ

ュ

ル

ツ

は
､

現

代
の

社
会
状
態

を
､

資
本

家
と

労

働
者
と
の

間
の

所
有
の

不

自
然
な

分

配
と

､

そ

れ

に

基
づ

く

階

級
対

立
の

激

化
の

状
態
と

し
て

認

識
す
る

｡

｢

我
々

は
､

教

養
と

所
有

､

精
神
的

財
と

物
的
財
の

不

自
然
な

分

配
に

よ
っ

て

生
み

出
さ

れ
､

助

長
さ

れ

た
､

主

義
主

張
と

利
害
と
の

無
政

府

状
態
の

た

だ

中
に

生

き
て

い

る
｡

こ

の

不

自
然
な

分

配
に

よ

っ

て
､

文
明
ヨ

ー

ロ

ブ

パ

の

す

ぺ

て

の

国
で

､

住
民
の

大

部
分

は

奴

隷
状
態
と

見
捨
て

ら
れ

た

状

態
と

に

つ

き

お

と

さ

れ
､

そ

し

て

残
り

の

人
々

さ

え

も
､

利
己

心

と
い

う
致

命
的
な
ガ

ン

に

冒
さ

れ

て
､

自
由
で

喜
ば

し
い

活

動
の

清
々

し

た

享
受
を

奪
わ

れ

て

い

る
+

(

出
d

勺
.

S
.

い

)

｡

こ

の

よ

う

な

情
況
の

中
で

､

彼
は

､

社

会
変
革
を

求
め

る

諸
理

論
の

発
生

を

必

然
的
な

も
の

と

見
た

｡

し
か

し

彼
は

､

フ

ラ

ン

ス

"
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社

会
主

義
の

一

部
(

p
･

ル

ル

ー
､

E
･

ビ

ュ

レ
､

ル

イ
･

ブ

ラ

(

9
)

ン

等
｡

く
g

-
.

S
.

-

3
)

を

除
い

て

ほ
､

既
成
の

社

会
理

論
の

多
く

に

対

し
て

批

判

的
で

あ
っ

た
｡

彼
の

最
も

主

要
な

批
判

対

象
は

､

ブ

ル

ー

ド

ン

と

｢

粗

野
な

共

産
主

義
+

(

S
.

N

J

で

あ

る
｡

彼
は

､

こ

れ

ら
の

誤
謬
と

し

て
､

私
的
所
有
の

廃

棄
に

ょ

る

財
産
共
同

態
の

主

張
､

生

産
と

消

費
の

物
質
的

側

面
に

の

み

注

目
す

る

物
質
主

義
､

｢

哲
学
の

絶

対

的

独

裁
+

た

る

無
神

論
､

性
急
な

暴
力

革
命
論

､

の

四

つ

を

挙
げ

て

い

る
｡

そ

の

他
に

､

彼
は

､

｢

行
為
の

哲
学
+

を

自
称

し
.
な

が

ら

も

大
衆
の

実

践
か

ら

遊
離
し

た
､

思

弁
的

､

す

な
わ

ち

｢

神

学

的
+

(

凹
)

な

社

会
理

論
で

あ
る

青
年
ヘ

ー

ゲ
ル

派

と
､

労
働
と

自
由
競
争
と

の

原
理
の

一

面

的
な

把

握
に

従
っ

て
､

社
会
の

現

状
を
た

だ

解

釈

し
､

正

当

化

す
る

こ

と

に

終
始
す
る

国
民

経
済
学
と

を

批

判
し

た
｡

こ

れ

ら
の

批
判
か

ら

我
々

の

前
に

浮
か

ぶ

の

は
､

現
状
に

対

す
る

幼
い

批
判
と

変
革
の

意
志
を

も

ち
な

が

ら

も
､

社

会
組
織
の

根
本

的
転
覆
と

非
合
法
的

暴
力
と

を
あ

く
吏

で

拒
否
す
る

､

改

良

主

義

的
な

民

主
主

義
者
の

像
で

あ

る
｡

で

は
､

こ

れ

ら

諸

理

論
に

シ

ュ

ル

ツ

は

何

を

対

置
し
ょ

う

と
し

た

の

か
｡

そ

れ

ほ
､

物
質
主

義
に

陥
ら

ず
､

思

弁
性
の

雲

界
に

飛

翔
も

せ

ず
に

､

｢

人

間
的
自
然
そ

の

も
の

の

う

ち
に

生

産
の

本

質

を

探
求
し

､

肉
体

的
要
求
と

共
に

倫
理

的
な

､

し
た

が

っ

て

ま

た

甜

法
的
な

要
求
を

も
っ

た

人

間
を

出
発
点

お

よ

び

到

達
点
と

す
る
+

(

S
.

h

O

こ

と

に

ょ
っ

て
､

人

間
の

歴
史
を

､

物

質
的
か

つ

棉

神

的
な

生

産
と

享
受
の

全

体

性
に

お

い

て

把

握

し

ょ

う
と

す
る

試
み

で

あ
っ

た
｡

そ

の

場
合
に

前
提
と

な
る

の

は
､

｢

生

産
の

変
化

と

生

産

有

機

(

1 1
)

体
の

現
今
の

編
制
と
の

歴
史
的

･

統
計

的

観
察
+

(

S
･

加
)

に

ょ
っ

て

｢

生

活
の

諸

現

象
の

あ

う

ゆ
る

多
様
性
を

貫
い

て

い

る

発
展
の

単
純
な

法

則
+

.
(

S
.

J

を
つ

か

む
こ

と
で

あ

り
､

｢

そ

れ

を

諸

国

民
の

生

活
の

諸

現

象
の

う

ち

に

ま
で

確

認
し

ょ

う
+

(

S
･

3

と

す

る

こ

と
で

あ
る

｡

我
々

ほ
､

彼
が

そ

の

法
則
を

ど
の

よ

う
な

も
の

と

し
て

認

識
し

､

ど
の

よ

う

な

歴
史
観
を

展
開
し

た

の

か
､

と
い

う
こ

と

の

検
討
に

移
ら

ね

ば

な

ら

な
い

｡

シ

ュ

ル

ツ

に

と
っ

て
､

歴
史
の

主
体

は
､

本

質
的
に

創
造

的
な

人
間
的
本
性
で

あ

り
､

し

た

が

っ

て

発
展
の

原

動
力
は

人

間
の

生

産
的
活
動
に

あ
っ

た
｡

｢

人

間
は

､

彼
ら
が

為
す
と
こ

ろ

の

も

の

(

1 2
)

に

成

る
+

｡

こ

れ

が

彼
の

歴
史
哲
学
の

基
本

的

テ

ー

ゼ

で

あ

る
｡

歴
史
の

発
展
法
則

と
は

､

肉
体
的
お

よ

び

椅
神
的
な

財
と

享
受
と

の

産
出
と
い

う
｢

人

間
の

創
造
の

一

に

し

て

不

可

分

な

過

程
+

(

出
d

勺
.

S
●

-

○
)

の

運
動
の

諸

迭
則
に

ほ

か

な

ら

な
い

｡

贋
1

較
:

.㍗

､斗

心

t

■
r
､

塩
叩

ち

如

､.

り

ゎ

才

1
.一

甘

∵
沖

チ
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紙

き

妄
i

㌦

¶
､

J

l

こ

の

運

動
は

､

第
一

に
､

｢

生

産
と

欲

求
+

な

い

し

｢

生

産
と

消
費
+

の

相

互

制
約
的
発
展
で

あ
る

｡

シ

ュ

ル

ツ

に

ょ

れ

ば
､

生

産
の

過
程
ほ

財
の

み

な

ら

ず
享
受
の

､

し

た

が
っ

て

新
た

な

欲

求

の

産
出
過

程
や

あ

る
｡

新
し
い

欲

求
は

新
し

い

生

産
を

生

み
､

生

産
の

増
大
は

欲

求
の

増
大

を

生

む
｡

こ

う
し

て

｢

欲

求
と

そ

の

充

足
の

た

め

の

手

段
と

ほ
､

一

般
に

手
に

手
を

と
っ

て

発
展
す
る
+

(

S
.

ご
)

｡

(

欲

求

↓
財
の

産
出

l
享
受
)

と
い

う

全

体

的
週

番
を

把

握
し

た

う

え

で
､

｢

い

か

に

も

そ

も

そ

も

生

産

性
と

消

費

性
と

が

相
互

に

制
約
し

あ

う
か

､

し

た

が

っ

て

ま

た
い

か

に

特
定

の

生

産
様
式
が

特
定
の

消
費
様
式
に

よ

っ

て

条
件
づ

け

ら

れ

て

い

る

か
+

(

S
･

ご
)

を
､

ひ

と
は

知
ら

ね
ば

な

ら

な
い

(

こ

こ

で

我

々

は
､

欲

求
充
足

､

つ

ま

り

生

産
の

た

め

の

手
段
の

発
展
が

､

.

本

質
的
生

産
過

程
を

特
定
の

生

産
様
式
へ

と

媒
介
す
る

鍵
を

な

し
て

い

る

こ

と

に

注
目

し

て

お

き

た
い
)

｡

第
二

に
､

こ

の

過

程
は

同

時
に

､

人

間
と

そ

の

精
神
が

自
然
か

ら

自
立
し

て

い

く

過

程
で

も

あ

る
｡

そ

の

単
位
は

､

歴

史
具

体

的

に

は

民

族
で

あ

る
｡

諸

民

族

は
､

外

的

自
然
と

の

闘
争
に

お

い

て
､

｢

共
通
の

目

的
の

た

め
の

集
団

的

活
動
+

と

｢

以

前
に

ほ

ま

ど

ろ

ん

で

い

た

資
質
と

諸

能
力

と
の

多
面

的
形
成
+

(

S
･

〓
)

と

を

通

し
て

､

自
然
か

ら
の

自
立

性
を

獲
得
し
て

い

く
｡

そ

の

際
の

､

外

汁

オ

､

､

心

材

一
.+

､

的

自
然
に

対

す
る
′
｢

こ

の

依
存
と

自
由
の

程
度
に

応
じ
て

､

し

か

も

間
断
な

く

連
続
し
た

諸

段
階
に

応
じ
て

､

よ

り

低
位
の

ま

た

よ

り

高
度
の

社

会
的

形
成

態
(

の
e
s

t

巴
t

亡

月

習
ロ
)

が

認

め

ら

れ

る
+

(

S
･

-

-

)

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
に

､

シ

ュ

ル

ツ

は

入

澤
史
の

基
礎
過

程
を

､

生

産
と

欲

求
と
の

相

互

制
約
的

発
展
に

ょ
っ

て

規
定

さ

れ

る
､

外

的
自
然

か

ら
の

自
立
の

過

程
と
し

て

把

握

し

た
｡

こ

の

基

礎

過

鍵
を

､

｢

特
定
の

生

産
様
式
+

を

経
済
的
内

容
と

す
る

諸

民

族
の

｢

社

会

的

形
成

態
+

へ

と

形
態

化

す
る

媒
介
環
を

な

す

概

念
が

､

｢

労

働

有
機
体

(

O
r

g

P

已
s

m
亡
び

告
1

A

旨
塾

汀

)

+

で

あ

り
､

こ

れ

こ

そ

彼

の

歴

史
観
の

中
核
を

な

す
概
念
な

の

で

あ

る
｡

｢

労
働
有
機
体
+

は

｢

二

重
の

視
点
+

(

S
･

-

J

か

ら

考

察
さ

れ

る
｡

第
一

の

視
点

ほ
､

全

社

会
的
規
模
で

考
え

ら

れ

た

労
働
の

配
分

､

す
な

わ

ち

社
会
的
分

業
で

あ

り
､

第
二

の

視

点

は
､

｢

労

働
の

運
用

(

H

訂
t

l
-

e

b

d
①

1

A
l

b

e

丘
+

､

す

な

わ

ち

技
術

的

意

味

で

の

生

産
様
式
あ
る

い

は

労
働
様
式
で

あ

る
｡

し
た

が

っ

て

｢

労

働
有
機
体
+

と

は
､

労
働
過

程
の

特
定
の

あ

り

方

(

労
働
手

段
･

労
働
編
成
の

あ

り

方
)

と

そ

の

全

社

会

的
な

関

連
と

し
て

把
握
さ

れ

た
､

｢

生

産
の

諸

関

係
+

(

S
･

訣
)

の

全

体
で

あ

る
｡

･

第
一

の

社
会
的
分

業
に

つ

い

て
｡

シ

ュ

ル

ツ

の

社
会
的
分

業
論

朗
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ほ
､

い

わ

ば

立

体

的
な

構
造
を

も
つ

｡

社
会
的
分
業
の

端
緒
は

男

女

間
の

性
的
分

業
に

東
め
ら

れ

る

が
､

本
来
的
な

分

業
は

二

重

の

方

向
に

お

い

て

形
成
さ

れ

る
｡

一

方
は

､

.
物

質
的
生

産
に

お

け
る

農
工

商
の

部

門

間
分

業
の

形
成
で

あ

り
､

他

方

は
､

物
質
的

生

産

と

棉
禅
的
生

産
と
の

分

業
で

あ
′

る
｡

後
者
は

階
級
形
成
の

端
緒
に

ほ

か

な

ら

な
い

｡

こ

う
し
て

､

社

会

的
分

業
の

発
展
は

､

水

平
に

は

物
質
的
生

産
に

お

け
る

農
工

商
の

順
次

的

分

立

開
花
と
し

て
､

垂

直
に

は

精
神
的
生

産
の

独

立
､

身
分
な
い

し

階
級
構
造
へ

の

骨

化

と

し
て

現
わ

れ

る

(

物
質
的
生

産
の

分

業
に

つ

い

て

は
､

彼
は

明

ら
か

に

ス
､

､

､

ス

の

分

業
概

念
を

受
け
つ

い

で

い

る
｡

く
g

-
･

出
d

ワ

S
.

3
｡

第
二

の

｢

労
働
の

運

用
+

は
､

な
に

よ

り

ま

ず
､

生

産
過

握
で

の

人

間
と

自
然
と

の

関
係
に

お

い

て

考
察
さ

れ

る
｡

シ

ュ

ル

ツ

に

よ

れ

ば

｢

生

産
の

行

動
ほ

つ

ね

に

物
的
諸

力
と

人

格
的
諸

力

と
の

結
合
と

相
互

作
用
と

に

基
づ

い

て

い

る
+

(

S
･

笠
)

の

で

あ

り
､

生

産
に

お

い

て

は

常
に
.

｢

生

産
的
人

間
諸

力
と

､

生

産
に

仕
え

る
､

知
性
を
も

た

な
い

自
然
諾

カ
と
の

関

係
+

(

S

J
J

が

問
題

と
な

る
｡

こ

れ

は
､

生

産
過

笹
に

お

け

る

｢

生

産
的
諸

力
+

の

主

体

的

契
機
と

客
体

的

契
機
と

の

結

合
の

問
題
に

ほ

か

な

ら

な
い

｡

主
体

的

な

生

産
力
で

あ

る

生

産
的
人

間

カ

と

ほ
､

｢

人

格
的
能

力
､

す
な
わ

ち
生

産
の

目

的
の

た

め
に

活

動
す
る

人

椿
諸
カ
の

総

朗

体

(
Ⅰ

ロ

訂
笥

i

托
)

+

(

S
･

巴
)

で

あ

る
｡

こ

れ

は
､

『

資
本

論
』

に

お

け

る
マ

ル

ク

ス

め

労
働
力
規
定

(

D
只
･

Ⅰ
･

S
･

-

00
ー

)

と

ほ

と

(

1 3
)

ん

ど
一

致
す
る

｡

客
体

的

な

生

産
力
で

あ

る

｢

知
性
を

も
た

な
い

自

然

詔
力
+

と

は
､

よ

り
正

確
に

は

｢

機
械
を

通
し
て

作
用

す
る

自
然

諸

力
+

(

S
.

-

か
)

あ

る

い

ほ

｢

機

械
と

し
て

作
用

す
る

自
然
諸

カ
+

(

S
･

訟
)

で

あ

る
｡

こ

れ

ら

自
然
諸

カ
ほ

､

さ

ら
に

動
物
力
と

本

来
的

な

機
械
的

話

力

(

水

力
･

風
力

･

蒸
気

カ
)

と
に

分
け

ら

れ

る
｡

シ

ュ

ル

ツ

の

定
義
に

ょ

れ

ば
､

労
働
手

段
の

う
ち

､

人

間
を

動
力

と

す
る

も
の

が

｢

道
具
+

､

人

間
以

外
の

自
然
諸

カ
を

動

力

と

す

(

M
)

る

も
の

が

｢

機
械
+

な

の

で

あ

る
｡

つ

ま

り
､

こ

こ

で

具
体

的
に

問
題
な
の

は
､

労
働
手

段
の

あ

り

方
で

あ

る
｡

｢

労
働
の

運

用
+

概
念
は

､

さ

ら
に

労
働
に

お

け
る

人

間
と

人

間
と
の

関
係

､

つ

ま

り

労
働
編
成
を

も

含
む

｡

労
働
過

程
に

お

け

る

労
働
手

段
の

あ

り

方
が

具

体

的
に

問
題
に

さ

れ

る

以
上

､

そ

れ

に

ょ
っ

て

基
本
的
に

規
定
さ

れ

る

労
働
編

成
の

あ

り

方
も

､

当

然

問
題
と

さ

れ

ざ
る

を
え

な
い

か

ら

で

あ

る
｡

シ
.
ユ

ル

ツ

は

こ

れ

を
､

個
人
の

孤
立

的
労

働
か

ら

｢

集
団
的
結
合
に

お

け
る

(

中

略
)

活

動
の

分
割
+

(

S
･

い

J

へ

､

と
い

う
方

向

で

と

ら
え

て

い

る

(

後

か

如

-
t

l

施
叩

む

.い

㌢

‥

.

哺

声

1
…

や

㌧
沖

r
≠
,

▲
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者
の

分

業
的

協
業
の

概
念
に

つ

い

て
､

彼
は

『

国
富
論
』

第
一

篇

第
一

革
の

ビ

ン

･

マ

ニ

ュ

フ

ァ

ク

チ

ュ

ア

の

例
を

引

用

し
て

説
明

し
て

い

る
｡

S
･

℃
)

｡

以

上
で

見
た

よ

う

な
二

重
の

視
点
を

ふ

ま

え

て
､

シ

ュ

ル

ツ

は

人

類
史
の

発
展
過

程
を

､

こ

の

｢

労

働
有
機

体
+

の

変
革
過

程
に

お

い

て

見
る

｡

こ

の

過

程
は

第
一

に
､

農
工

商
の

社

会
的
分

業
の

開
花

l
発
展
(

工

商
業
の

相

対

的
増

大
)

l
再
結
合

(

貴
工

あ
.

る

い

は

エ

商
の

経

営
的

､

つ

ま

り

同
一

資
本
の

下
へ

の

結
合
)

､

の

過

程
で

あ

る
｡

第
二

に

｢

労
働
の

運

用
+

視
点
か

ら

見
れ

ば
､

そ

れ

ほ

｢

人

間
力
の

よ

り

少

な
い

消
費
で

よ

り

大
き

な

成

果
を

獲

得
す
る

た

め
+

(

S

J
h

)

に
､

｢

人

間
の

意
志

が

知
性
を

も
た

な
い

自
然
諸

カ
を

ま

す

ま

す
支
配

下
に

置
き

､

そ

れ

ら

を

よ

り

合

目

的

的
な

仕
方

で

生

産
に

利
用

す
る
+

(

S
･

宗

こ

と
い

う
生

産
技
術

発
展
の

過

程
で

為

り
､

同
時
に

､

そ

れ

に

規
定
さ

れ

る

分

業
的
協

業
の

成
立

発
展
の

過

程
で

あ

っ

た
｡

つ

ま

り
､

｢

労

働

有

機
体
+

の

変
革
過

程
は

､

分

業
と

労
働
手

段
の

発
展
と
い

う

眼
に

見

え
る

具
体

的
姿
で

､

自
然
か

ら
の

人

間
の

自
立

化
と

労
働
の

生

産
力
の

発
展
と

を
､

表
現
し

て

い

る

の

で

あ
る

｡

こ

の

よ

う
な

も
の

と

し
て

の

｢

労
働
有

機

体
+

ほ
､

｢

社

会

生

活
の

内
実
+

(

S
･

-

上

を

な

す

生

産
と

消
費
と

の

全

活

動
の

基

礎

紬

.卜

!

ゼ

.

楓

叫
､

､

で

あ

る

こ

と

に

よ
っ

て
､

同

時
に

､

そ

の

上

に

立
つ

｢

国
家

生

活

す
な

わ

ち

政

治
的
生

産
総
体
+

(

S
･

心

)

を

規
定
す

る

も

の

で

あ

っ

た
｡

シ

ュ

ル

ツ

に

よ

れ

ば
､

立
法

と

そ

れ

に

対

応

す
る

行
政

は

｢

そ

の

本

質
的
規
定
か

ら

し

て
､

常
に

社

会
の

内

実
に

お

け

る

変

革
に

調

和
す
る

こ

と

を

強
い

ら

れ

る
+

(

S
･

h

-

)

も
の

だ

か

ら

で

あ

る
｡

さ

て
､

こ

れ

ま

で

に

見

て

き

た
シ

ュ

ル

ツ

の

歴
史
観
は

､

我
々

に

マ

ル

ク

ス

の

『

経
済
学
批

判
』

序
言
で

の

い

わ

ゆ
る

唯
物
史

観

(

15
)

の

定
式
の

有
名

な
一

節
､

と

り
わ

け
そ

の

｢

社

会
構
造
の

原
理
+

を

想

起
さ

せ

る
｡

す

な
わ

ち
､

歴

史
に

お

け

る

生

産
の

規

定

的
意

義
を

一

種
の

労
働
過

程
論
に

お

い

て

把

握

し
､

分

業
と

生

産
諸

カ

と

を

基

礎
視

角
と

す
る

｢

労
働
有
機
体
+

概
念
に

お

い

て

生

産
の

諸

関

係
の

全

体
を

把
握

し

て

い

る

こ

と
､

さ

ら

に

国
家

を

｢

労
働

有
機
体
+

に

よ

っ

て

規
定

さ

れ

る

上

部

構
造
と

み

な

し
て

い

る

こ

と

は
､

シ

ュ

ル

ツ

の

歴

史
観
の

､

い

わ

ゆ

る

唯
物
史

観
に

対

す
る

一

定
の

先

駆
性
を

明

ら
か

に

す
る

も
の

で

あ

る
｡

｢

一

種
の

唯

物

史
観
+

と
い

う
コ

ル

ニ

ュ

の

シ

ュ

ル

ツ

評
価
は

､

ま
さ

に

こ

の

点

に

か

か

わ
っ

て

い

た

と

考
え

ら

れ

る
｡

社

会

変
革
の

理

論
に

つ

い

て

い

っ

た

ん

保
留
す
る

限
り

､

我
々

も
コ

ル

ニ

ュ

の

こ

の

評
価
に

同

意
す

る

こ

と
が

で

き

る
｡

β∂
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〓

世

界
史
の

発
展
諸

段
階

｢

労
働
有

機
体
+

の

発
展
法
則
は

､

歴

史

叙

述
に

お

い

て

ほ

｢

社
会

的
諸

形
成

態
+

の

階

梯
的

連
鎖
へ

と

形
態
化
さ

れ

る
｡

そ

の

際
の

シ

ュ

ル

ツ

の

歴
史

認

識
の

方

法
ほ

､

(

横
倒
し

に

さ

れ

た

世

界
史
)

と

も

言
う
ぺ

き

も

の

で

あ
っ

た
｡

｢

我
々

は
､

最
も

粗

野
な

黒
人

諸
民

族
か

ら
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

文
明

の

最
後
の

分

肢
に

い

た

る

ま
で

の

社

会
的
諸

関
係
の

こ

の

同

時
的

並

存
の

う
ち
に

､

我
々

が

通

時
的
に

個
々

の

国
民
の

多
く
の

古
い

諸

時
代
の

う

ち
に

発
見
す
る

の

と

同

じ
一

続
き

の

階
梯
を

､

認
識

す
る
+

(

S

J
O

こ
｡

こ

の

よ

う
な

方

法

が
､

シ

ュ

ル

ツ

の

言

う

歴
史
的

･

統
計
的
方

法
で

あ

る

(

統
計
と
は

､

彼
に

と
っ

て

｢

存

立
し
っ

づ

け
る

歴
史
+

で

あ

る
｡

S
･

-

-

8
｡

シ

ュ

ル

ツ

に

と
っ

て
､

人

類
史
の

主

体
は

抽
象
的
に

は

｢

本

質

的
に

創
造

的
な

人

間
的
本

性
+

で

あ

る

に

し
て

も
､

歴

史
叙
述
の

際
の

具
体

的
主

語

は
､

各
民

族
で

あ
っ

た
｡

し
か

も

諸

民

族
は

各

々

｢

特
定
の

使
命
+

に

従
っ

て

お

り
､

｢

だ

か

ら

彼

ら

ほ
､

横

隊

を

な

し
て

進
む
の

で

ほ

な

く
､

一

着
が

他

者
に

続
く

縦
隊
を

な
し

て

進
む
の

で

も

な
い
+

(

S
･

-

N

N

)

｡

し

た
が

っ

て

様
々

な

社

会

的

諸
関
係
の

同

時

的
並

存
は

､

先

進
･

後
進
と

い

う
発
展
の

遅

速
に

よ

る

の

で

は

な

く
､

世

界
史
の

各
々

の

時

期
に

そ

の

使
命
を

準
ぇ

郎

た

諸
民

族
と

､

現

在
果
た
し
つ

つ

あ

る

諸
民

族

(

キ

リ

ス

ト

教
諸

民

族
)

と

の

並

存
を

意
味
す
る

｡

つ

ま

り
､

過

去

と

現

在
の

様
々

な

民

族
の

社

会
的
諸
関
係
を

類
型

的
に

把

握
し

た

上
で

､

そ

の

諾

類
型

を

時
間
軸
に

変
換
し

､

論
理

的
に

再

構
成
し

た

世

界
史
が

､

シ

ュ

ル

ツ

の

発
展
段
階

論
で

あ
っ

た
｡

こ

の

よ

う

な

歴
史
認

識
に

は
､

明

ら
か

に

ヘ

ー

ゲ
ル

歴

史
哲
学

(

1 6
)

の

影
を

見
る

こ

と

が

で

き

る
｡

し

か

し
シ

ュ

ル

ツ

に

あ
っ

て

は
､

歴
史
の

主

体

は

｢

精
神
+

で

は

な

く
て

生

産
的
人

間
で

あ

り
､

ま

た

世

界
史
の

具

体

的
主

語
が

各

民

族
で

あ

る

に

し

て

も
､

そ

の

｢

民

族

的
精

神
+

の

内

容
は

､

人

間
の

物
質
的

生

産
諸

カ
の

一

定

の

発
展
段
階
に

対

応
す

る

社

会
的
諸

関

係
な
の

で

あ
る

｡

観
念
論

か

ら

唯
物
論
へ

と

転
倒
さ

れ

た
ヘ

ー

ゲ

ル

歴
史
哲
学

｡

我
々

が

シ

ュ

ル

ツ

の

歴
史
観
を

(

分

業
と

生

産
諸

カ
の

歴

史
哲
学
)

と

よ

ぶ

(

1 7
)

の

は
､

こ

の

よ

う
な

意
味
を
こ

め
て

で

あ
る

｡

シ

ュ

ル

ツ

は
､

分

業
と

生

産
詔

カ
と

の

発
展
に

従
っ

て
､

世

界

史
を

次
の

四

段
階
に

区

分
し

て
.

い

る
｡

第
一

段
階

｡

手

労
働
(

H

賀
d

胃
b
e

丘
の

時
代

｡

こ

こ

で

ほ

手

が

ほ

と

ん

ど

唯
一

の

道
具
で

あ

り
､

男
女

間
の

性
的
分

業
以

外
に

分

業
は

存
在
し

な
い

｡

〟

如

.
車
ì

禰
与

小

者

山

＼

哺

+

1
.一.一1

.

.
｢

斗

.

ゲ
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一

､

ご
1

ら

･
如

.､わ

･

卜

･=

ぶ
n

耶

山

芋
鼻

†

施

策
二

段

階
｡

手
工

業
(

訂
r

n
d

w
e

r

打
)

の

時

代
ひ

こ

こ

で

農
工

商
の

社
会
的
分

業
が

成

立
し

､

道
具

が

生

産
に

導
入
さ

れ

る
｡

労

働
過

程
は

､

ま

だ

孤
立

的
･

自
己

完
結
的
で

あ

る
｡

第
三

段

階
｡

｢

高
度
に

分

化
さ

れ

た

手
工

業
的
活
動
と

し

て

の

(

旭
)

マ

ニ

ュ

フ

ァ

ク

チ
ュ

ア
+

(

S
.

い

J

の

時
代

｡

こ

こ

で

は

人

間
は

､

分

解
さ

れ

た

労
働
過

程
の

単
純
な

一

要

素
の

担
い

手

と

し

て
､

｢

機
械
と

し

て
+

(

S
.

悪
)

の

労
働
を

強
い

ら

れ

る
｡

.

第
四

段
階

｡

機
械
制
度
(

E
琵
C

E
n
e

n

w
e
s

e

且

の

時
代

｡

マ

ニ

ュ

フ

ァ

ク

チ
ュ

ア

で

の

個
々

の

作
業
は

自
然
詔

カ
に

あ

て

が

わ

れ
､

人

間

は

｢

機
械
を

通
し

て
+

(

S
･

か

¢
)

労
働
す
る

こ

と

で

肉
体

労

働
か

ら

解

放
さ

れ
､

｢

人

間

精
神

と

外

的

自

然

と

の

分

業
+

(

S
･

(

凹
)

合
)

が

成

立
す

る
｡

そ

の

こ

と

に

よ

っ

て
､

同

時
に

､

人

間
は

｢

よ

り

大

量
の

白
由
時
間
+

(

S
.

芸
)

を

獲
得
す
る

｡

こ

れ

ら

を

物
質
的
基
礎
と

す
る

(

白
由
の

国
)

へ

の

移
行

､

が

シ

ュ

ル

ツ

の

未
来
像
で

あ

り
､

そ

こ

に

現
わ

れ

る
ユ

ー

ト

ピ

ア

が
､

奴
隷
の

な

い

ポ

リ

ス
､

農

奴
の

い

な
い

騎
士

世

界
と

も

言
う
ぺ

き
､

自
由
平

(

2 0
)

等
の

公
民

共
同

体

と

し
て

の

｢

民

主
制
+

で

あ
っ

た
｡

以

上
の

段
階
区

分

は
､

基
本
的
に

労
働
様
式
に

よ
っ

て
､

と

り

わ

け

労
働
手

段
の

発
展
に

よ

っ

て

画
さ

れ

て

い

る
｡

シ

ュ

ル

ツ

自

身
､

｢

我
々

は
､

物
質
的
生

産
の

た

め

の

道

具
と

機
械

と

か

ら
､

十

†

梱

す

･1

ヰ
人

物
質
的

文
化
の

立

場
全

体
を

推
定

す
る

｡

な

ぜ

な

ら
こ

れ

ら

労
働

諸
用
具
は

､

文

化
の

産
物
と

し
て

､

同

時
に

文
化
に

つ

い

て

の

証

言
を

与
え

る

か

ら

で

あ

る
+

(

S
･

3
)

と

明

言
し

て

い

る
｡

こ

の

よ

う
な

認

識
は

､

『

資
本

論
』

労

働
過

程
論
で

の

マ

ル

ク
■
ス

の

認

識

(

日

計

+
.

S
一

-

巴
)

と

全

く
一

致
し

て

い

る
｡

換
言
す
れ

ば
､

シ

ュ

ル

ツ

の

こ

の

息

恕
は

明
ら

か

に
､

『

哲
学
の

貧
困
』

か

ら
『

資
本

論
』

労
働
過

程
論
へ

と

貫
流
す
る

マ

ル

ク

ス

の

労
働
手

段
の

歴
史

理

論
的
把

握
､

つ

ま

り

労
働
手

段
が

経

済
的
時

代
を

画

す
る

と
い

う
マ

ル

ク

ス

の

歴

史
観
の

一

つ

の

系
譜
に

､

連
ら

な
る

も

の

で

あ

る

と

言
う
こ

と

が

で

き

る
｡

三

社

会
変
革
の

展
望

シ

ュ

ル

ツ

が

解
明
し

た

と

考
え
た

歴

史
の

発
展
法

則
に

ょ

れ

ば
､

機
械
制
度
の

時
代
に

は

い

っ

た

現
在
は

､

生

産
力
の

飛
躍

的
発

展

に

ょ

る

社
会
の

嘗
の

増
大
の

時
期
で

あ
る

ほ

ず
で

あ
っ

た
｡

し

か

し

現

実
に

は
､

資
本
家
と

労
働
者
間
の

所
有
の

不

自
然
怒

分

配
が

､

両

者
の

階
叔
対

立

を

激
化
さ

せ

つ

つ

あ

る
｡

こ

の

｢

社
会
的

弊
害
(

s

｡

C

邑
e

宮
口

哲
宗
n
d
e

)

+

の

根

底
に

は
､

シ

ュ

ル

ツ

の

表

現
に

ょ

れ

ば
､

｢

資
本
家

が
､

幼
年
に

到

る

ま

で

の

下

層
階
級
の

カ
を

極
め

て

容
易
か

つ

低
廉
な

仕
方
で

我
が

物
と

即
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す

る

こ

と
が

で

き
､

こ

れ

を

機
械
学
(

呂
e
c

訂
n

許
)

の

代
わ

り

に

使
用

し

濫
用
し

う
･
る

と
い

う
事
情
+

(

S
一

ご
)

が

存
す
る

｡

こ

の

事
情
か

ら
､

｢

機
械
制
度
の

完
成
に

よ

る

時
間
の

節
約
に

も

か

か

わ

ら

ず
､

多
数
の

住
民
に

と
っ

て

工

場
で

の

奴
隷

状
態
の

継
続
は

増
大

す
る

ば
か

り

で

あ

る

こ

と
+

(

S
･

霊
)

お

よ

び

｢

私

的

権

利

の

領
域
で

の

所
有
の

不

自
然
な

運

動
の

不

平

等
+

(

S
.

N

8

が
､

結
果
と

し
て

現
わ

れ

る

の

で

あ

る
｡

こ

こ

で

シ

ュ

ル

ツ

が

直
面

し
て

い

る

の

ほ
､

言
う
ま
で

も

な

く
､

資
本
家

的

生

産
様
式
の

本

質
の

問
題
で

あ

る
｡

労
働
者
が

土

地

と

生

産
手

段
と
か

ら

分

離
さ

れ
､

資
本
家
の

支

配
の

下
で

の

み

そ

れ

ら

と

再

結

合
し

う
る

こ

と
､

つ

ま

り
､

生

産
手

段
の

私
有
を

媒
介

と

す

る

資
本

家
の

労
働
者
に

対

す
る

支

配
--

搾
取

関
係
と

し

て

の

生

産
関
係

､

こ

れ

こ

そ

｢

社

会
的

弊
害
+

の

根
底
に

あ

る

｢

事
情
+

の

本

質
で

あ
っ

た
｡

シ

ュ

ル

ツ

は
､

こ

の

資
本
家

的
生

産
関

係
(

機
械
学
の

進
歩
を

妨
げ

さ

え

す
る

資
本
の

搾
取
)

と

生

産
力
の

発
展
(

機
械
制

度
の

導
入
に

ょ

る

労
動
軽
減
の

可

能

性
)

と
の

矛

盾
を

､

直
感
的
に

は

っ

か

ん

で

い

た
｡

彼
が

歴

史
貫
通

的
な

生

産

力
の

発
展
過

寒

(

労

働
有
機
体
の

変

革
過

程
)

を

｢

自
然
+

と

み

な

し
､

そ

れ

に

対
し

て

現

実
の

階

腰
周
係

を

｢

不

自
然
+

と

見

ゃ
丁
と

が
､

こ

れ

を

示

一

-

.

.

ポ

`

P

+

珊
れ

1

1

サ

ノ

←

∩粛
ウ

∴

一

た

}

､
d
,

し

て

い

る
｡

し
か

し

問
題
は

､

彼
が

資
本

･

貸
労
働
と
い

う
生

産

侶

関
係
そ

の

も

の
､

つ

ま

り
､

生

産
手

段
が

資
本
と
い

う

姿
を

と

り

生

産
者
が

貸
労
働
者
と
い

う

形
態

規
定
を

受
け

る

こ

と

自

体

を
､

｢

不

自
然
+

と

み

な
せ

な
か

っ

た

こ

と

に

あ

る
｡

換
言

す

れ

ば
､

彼
に

は
､

生

産
手

段
の

所
有
関
係
と

し

て

の

生

産
関

係
の

概
念
が

､

少
く

と
も

歴
史
認
識
の

道
具
と

し

て

は
､

な
か

っ

た

と
い

う
こ

と

で

あ
る

｡

彼
の

社

会
解

剖
の

メ

ス

は
､

分

配

関
係

ま
で

し

か

と

ど

か

な
い

｡

こ

う
し

て

｢

社

会

的
弊
害
は

､

本

質
的
に

労
働
と

所
有

の

悪
し

き

分

配
に

の

み

帰
せ

ら
れ

う
る
+

(

S
.

芸
)

｡

こ

こ

で

｢

労
働
と

所

有
の

悪
し

き

分
配
+

と

言
わ

れ

る

こ

と

の

具
体

的
内
容
は

､

労
働
者
の

長
時
間
労
働
と

そ

れ

に

も

か

か

わ

ら

な
い

低

賃
金
で

あ

る
｡

そ

れ

ら

を

生

み

出
す

｢

事
情
+

を

理

論
的

に

解
明
し

え

ぬ

ま

ま
､

シ

ュ

ル

ツ

は
､

｢

国
民

的
力
の

共

同

的

利

益
+

(

S
･

£
)

で

あ

る

自
由
時
間
の

適
正

な

分

け

前
､

つ

ま

り

労

働
時
間
の

短
縮
と

､

｢

増
大

す

る

国
民

所

得
の

､

社

会
の

全

成

員

へ

の

調

和
的
で

相

応
的
な

分
配
+

(

S
･

宗
)

､

つ

ま
り

労

賃
引
き

上

げ

と

を
､

労
働
者
の

正

当

な

要
求

と

し
て

主

張

す
る

｡

し

か

し
､

こ

れ

ら
の

実

現
の

契
機
は

何
な

の

か
｡

シ

ュ

ル

ツ

が

期
待
す
る

の

は
､

歴
史
発
展
の

一

般
的
法

則
に

従
っ

た

｢

漸
次

的

改
革
と

社

会
倒
有
機
価
の

自
然
治

魔
力
+

(

S
･

N

叫

)

で

為
る

が
､

ヰ

ザ

鰊

十

.

.

■

ふ
止
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｡

"

･
か

ゅ

･

ノ

㌧

略
耶

.

叫

岳

+

一

斗

後
に

｢

悪
し

き

分

配
+

が

い

か

に

し
て

生

産
さ

れ
､

再
生

産
さ

れ

て

い

る

か

と
い

う

問
い

が

欠

落
し

て

い

る

以

上
､

こ

の

分

配

関

係

と

そ

れ

に

基
因
す

る

階
級

対

立
を

､

生

産
関

係
の

内

側
か

ら

変
革

し

解
消
す

る

要
因
も

可

能
性
も

､

彼
の

眼
に

ほ

見
え

な
か

っ

た
｡

し

た

が

っ

て

｢

自
然
治

癒
力
+

ほ
､

階

級

関
係
の

外

側
か

ら

持
ち

こ

ま

れ

る

ほ

か

は

な
い

｡

そ

こ

か

ら
､

彼
は

国
家
の

役
割
に

大
き

な

期
待
を
か

け
る

こ

と
に

な
る

｡

す
で

に

述
べ

た

通

り
､

シ

ュ

ル

ツ

に

あ
っ

て

ほ
､

国
家
ほ

｢

労

働
有
機
体
+

せ

土

台
と

す
る

上

部
構
造

で

あ
っ

た

が
､

｢

労

働
有

機
体
+

が

生

産
手

段
の

所
有
関
係

と

し
て

の

支

配

関

係
を

含
ま

な

い

以

上
､

国
家
も

超
階
殻

的
な

も
の

と

し
て

把

握
さ

れ

て

い

た
｡

彼
に

よ

れ

ば
､

国
家
は

｢

社

会
体

の

頭
+

(

S
.

竺
)

､

つ

ま

り

社

会
体
の

自
己

維
持
の

た

め
の

管
理

器
官
で

あ
っ

て
､

社

会
の

経

済

的
構
造
に

規
定
さ

れ

つ

つ

も

逆
に

′

｢

そ

の

都
度
の

発
展
段
階
に

相

応
す
る

方

向
を

与

え

る
+

(

S
.

や
)

ぺ

き

も
の

な

の

で

あ

る
｡

し

た

が

っ

て

｢

国
民

財
産

と

国
民

所
得
の

個
々

人
へ

の

分

配
に

関
し

て

い

え

ば
､

そ

の

た

め
に

こ

そ
､

国
家
は

そ

の

所
有
権
法
と

相

続

法
と

を

も
っ

て

本

来
活

動
す
る

も

の

で

あ

り
､

だ

か

ら

ま
た

､

貧

困
と

奪
移
と
の

著
し
い

対

照
の

う

ち
に

現
わ

れ

て

い

る

社
会
的
弊

害
に

対

し
て

､

ま

ず
第

一

に

責
任
が

あ

る
+

(

S
･

㌍
)

の

で

あ
っ

す

･サ

鳴

サ

1

▲d

人

た
ひ

国

家
に

よ

る
､

所

有
権
法
と

相

続
法
の

改
正

に

よ

る

所
得
の

再

分

配
､

こ

れ

が

彼
の

解

答
で

あ

る
｡

換
言

す
れ

ば
､

結

果
的
に

彼
は

､

下
か

ら
の

共

産
主

義
革

命
に

対

し
､

い

わ

ば

(

福

祉

国

家
)

に

よ

る

上
か

ら
の

改
良

を

｢

自
然
治

癒
力
+

と

し

て

対

置
七

(

2 1
)

た
の

で

あ
る

｡

こ

の

改
良
の

彼
方
に

､

彼
は

､

よ

り

大
き

な

自
由

時
間

を

得
た

労
働
者
の

参
加

す

る

｢

民

主
制
+

を

構
想
し

た

の

で

あ
っ

た
｡

社

会

的
形

態

規

定
を

抜
き
に

し

た

生

産
話

力
の

発
展
に

つ

い

て

の

確
信
と

､

人

間
の

理

性
へ

の

信
頼
に

基
づ

い

た
､

改
良

主

義
的

な
オ

プ

テ

ィ

ミ

ズ

ム

｡

眼

前
の

不

平

等
と

階

級
対

立
に

対

す
る

精

確
な

認

識
と

鋭
い

批
判
に

も

か

か

わ

ら

ず
､

｢

不

自
然
な

分

配
+

が

｢

自
然

治
癒
力
+

に

よ

っ

て

除
去
さ

れ

れ

ば
､

｢

健
全
な

有
機
体
+

の

生
々

と

し

た

成

長
が

示
さ

れ

る

で

あ

ろ

う
､

と

す
る

社

会
の

有

機
体

論
的
把

握
へ

の

傾
斜

｡

こ

の

よ

う

な

(

社

会
有
機

体
の

オ

プ

テ

ィ
､

､

､

ズ

ム

)

と

も

言
う
べ

き

も

の

が
､

シ

ュ

ル

ツ

の

社

会

認

識

の

基
調

を

な

し
､

彼
の

社

会
変
革
論
を

規
定

し
て

い

る

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う

な

社
会
変
革
論
は

､

本
質
的
に

小
ブ

ル

ジ

ョ

ア

的
な

も

の

で

あ

り
､

実
践
的
に

は
一

八

四

八

年
革
命
時
の

民

主

党
左

派
の

(

2 2
)

路
線
に

つ

な

が
っ

て

い

く
も

の

で

あ
っ

た
｡

β∂
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四

シ

ュ

ル

ツ

と
マ

ル

ク

ス

マ

ル

ク

ス

は
､

一

八
四

四

年
､

ヘ

ー

ゲ

ル

法

哲
学
と

の

批
判
的

(

2 3
)

格
闘
を

通

し
て

｢

固
有
の

対

象
の

固

有
の

論
理
+

を

つ

か

み
､

｢

人

間
解

放
+

の

歴
史
的
必

然
性
を

論
定

す

る

と
い

う
課
題
に

自

(

糾
)

覚
的
に

向

き

あ
い

つ

つ

あ

る

時
､

『

生

産
の

運

動
』

に

出
会
っ

た
｡

し
か

し
､

彼
が

こ

の

書
か

ら

何
を

学
ん

だ

か

を

知
る

た

め
の

物
的

証

拠
ほ

､

わ

ず
か

で

あ

る
｡

直
接
の

言
及

は
､

『

経
･

哲

草

稿
』

第
一

草
稿
で

の

い

く
つ

か

の

引

用
に

限
ら

れ

る
｡

し
た

が

っ

て

我

々

ほ
､

ま

ず
情
況

証

拠
の

検
討
か

ら

始
め

ね

ば

な

ら

な
い

｡

す
で

に

見
た

よ

う
に

､

思
想

的
立

場
と

し
て

は
､

私

的

所
有
を

擁
護
し

､

共

産
主

義
と

青
年
ヘ

ー

ゲ
ル

派
を

批
判
す
る

シ

ュ

ル

ツ

と
､

私

的

所

有
を

含
む

一

切

の

疎
外
の

揚
棄
を

目

標
と

し

て

掲
げ

､

独

自
の

共
産
主

義
の

立

場
に

向

か

い

つ

つ

あ

る

マ

ル

ク

ス

と
の

相

違
は

明

ら
か

で

あ

る
｡

た

だ
､

国
民

経

済
学
の

理

論
的

特
質
の

把

捉
と

そ

れ

に

対

す
る

批
判

と

に

関
し
て

は
､

マ

ル

ク

ス

は
シ

ュ

ル

ツ

に

学
ぶ

と
こ

ろ
が

あ
っ

た

と

考
え

ら

れ

る
｡

シ

ュ

ル

ツ

は
､

重

商
主

義

↓
重

点
主

義

l
産
業
主

義
(

ス

､

ミ
7

こ
､

と
い

う

国
民

経
済

学
の

発
展
を

､

生

産
的

労

働

概
念
の

特
殊
(

一

部

門
で

の

労
働
の

み

が

生

産
的
)

か

ら

普
遍
(

労
働

一

般
が

生

産
的
)

へ

の

進
歩
の

過

程
と

み

な

し

た

(

S
.

-

-

8
｡

マ

乃

ル

ク

ス

は

同
じ

発
展
を

､

私

的
所
有
を
た

ん

に

対

象
的

存
在
と

考

え

る

立

場
か

ら
､

労
働
を

そ

の

主

体

的

本
質
と

す
る

立
場
へ

の

移

行
の

過

雇
と

み

な

す
(

呂
P

S
･

訟
○

こ
｡

富
の

主

体

的

本

質

と

し
て

の

労
働

一

般
の

発
見
を

も
っ

て

ス

ミ

ス

を

特
徴
付
け

る

点
で

､

両

者
は

一

致

す
る

｡

た

だ

し
､

マ

ル

ク

ス

ほ

そ

の

発
見
が

｢

私
的

所
有
の

枠
内
で
+

(

S
･

h
い

○
)

の

も

の

で

あ

る

こ

と

を

断
わ
っ

て

お

り
､

こ

の
一

言
が

､

両

者
を

決
定

的
に

隔
て

て

い

る

の

で

は

あ

る

が
｡

ま
た

､

シ

ュ

ル

ツ

は
､

国
民

経
済
学
が

労
働
と

い

う

｢

生

産
の

た

ん

な
る

一

契
機
+

に

と

ら

わ

れ

て
､

人

間
的
自
然
の

全
体

性
を

問
題
に

し

な
い

こ

と

を

批

判

し

た

が

(

U
a

勺
･

S
･

h

O
､

マ

ル

ク

ス

も

同

様
に

､

国
民

経
済
学
が

プ

ロ

レ

タ

リ

ア

を

｢

た

だ

労

働
者

と

し
て

だ

け

観
察
し

(

中

略
)

人

間
と

し
て

観
察
し
な
い
+

(

呂
s
･

S
.

ミ
J

こ

と

を

批

判
す
る

｡

こ

れ

は
､

国

民

経

済
学
に

お

け

る

(

人

蒋
の

物
象
化
)

を

批
判
す
る

視
点
で

あ

る

と

言
っ

て

い

い
｡

こ

の

よ

う
な

国
民

経
済
学
批
判
の

一

視

点

を

与
え

た
こ

と
､

こ

れ

が

シ

ュ

ル

ツ

の

マ

ル

ク

ス

へ

の

第
一

の

影
響
で

あ

る
｡

で

は
､

こ

の

よ

う

に

思

想

的
立

場

を

異
に

す

る

『

生

産
の

運

動
』

の

全

体
を

､

マ

ル

ク

ス

は

ど
の

よ

う
に

評
価
し

た

の

か
｡

こ

甥

†.

化

や
≠

･付

着

よ

叫

ヰ

ぺ

サ

ト

絆

ザ

ー
′

ふ

=人
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や

寸

･一

軒
如

叫

.
ト

,

一

丸

れ

を
､

第
三

草
稿

中
の

次
の

文

章
が

示

唆
し

て

い

る
｡

｢

全

革
命

運
動
が

そ

の

経

験
的
基

礎
を

も

理

論
的

基
礎
を
も

､

私
的
所

有
の

運

動
の

中
に

､

ま
さ

に

経
済
の

運

動
の

中
に

見
出
す

と

い

う
こ

と
､

こ

の

こ

と
の

必

然
性
ほ

､

容
易
に

洞
察
さ

れ

る
｡

物
質
的
な

､

直

接
に

感
性
的
な
こ

の

私

的

所

有
は

､

疎
外
さ

れ

た

人

間
的
生

活
の

物

質
的

･

感
性
的

な

表
現
で

あ

る
｡

私

的
所

有
の

●

●

●

_

●

運

動

-
生

産
と

消

費

-
は

､

従

来
の

す
べ

て

の

生

産
の

運

動
､

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

_

す

な
わ

ち
､

人

間
の

現

実

化

あ
る

い

は

現

実
性
の

運

動
に

つ

い

て

の

感
性
的
な

啓
示

で

あ

る
｡

宗

教
･

家

族
･

国
家

･

法

律
･

道

徳
･

科

学
･

芸

術
等
々

は
､

生

産
の

特
殊
な

あ

り

方

に

す

ぎ

ず
､

●

●

●

●

●

●

●

●

生

産
の

一

般
的
法

則
に

服
す
る
+

(

S
･

巴
か

汁

傍
点

強
調

は

引

用

者
に

ょ

る
)

｡

生

産
の

運
動
が

､

｢

自
ら

を

実
現

す
る

人

間
的
本
性
そ

の

も

の

の

両

側
面
+

(

ロ
d

勺
.

S
･

-

ご
)

で

あ
る

生

産
と

消
費
と
.
の

相

互

制

約
的
発
展
の

過

程
で

あ

る

こ

と
､

政

治
的

生

産

も

精

神

的

生

産

(

宗
教

･

芸
術

･

科

学
)

も
､

物
質
的
生

産
と

同
じ

生

産
の

一

般

的
法
則
に

従

う
こ

と
､

こ

れ

ら

ほ

シ

ュ

ル

ツ

の

基
本
的
主
張
で

あ

っ

た
｡

上
の

マ

ル

ク

ス

の

文

章
は

､

彼
が

こ

れ

ら

の

認

識
を

､

用

語
も
ほ

と

ん

ど

そ

の

ま

ま
､

我
が

も

の

と
し

た

こ

と

を

示
し
て

い

る
｡

歴
史
発
展
の

基
礎
に

あ
っ

て

政

治

的
･

精
神

的
生

産
を

制

約

サ

■寸

簡

→

1

･

叫

･ ､

す
る

も

の

と

し

て

の

｢

生

産
の

運

動
+

｢

生

産
の

一

般

的

法

則
+

と
い

う

概
念

､

こ

れ

が
､

彼
が

シ

ュ

ル

ツ

か

ら

受
け

取
っ

た

第
二

の

も
の

で

あ

る
｡

し

か

し
､

マ

ル

ク

ス

は

も

ち

ろ

ん
､

シ

ュ

ル

ツ

を

無
批

判
に

受

け
入

れ

た

訳
で

は

な
い

｡

彼
は

､

シ

ュ

ル

ツ

の

叙
述
す
る

従

来
の

生

産
の

運

動
が

､

人

間

的

生

活
の

疎
外
の

表

現
で

あ
る

｢

私

的

所

有
の

運

動
+

に

す
ぎ

な
い

こ

と
を

指
摘
し

て

い

る

か

ら
で

あ

る
｡

こ

の

こ

と

ほ
､

彼
が

､

従

来
の

生

産
の

運

動
の

把

握
に

関

す
る

限

り

で

シ

ュ

ル

ツ

を

評
価
し

な
が

ら
､

私

的
所
有
へ

の

批

判

的
認

識

の

欠

如
の

点
で

彼
を

批
判
し
て

い

る

こ

と

を

意
味
す
る

｡

シ

ュ

ル

ツ

が

生

産
の

運
動
の

解

明
に

よ

っ

て
､

革
命
を

回

避

し

う
る

社

会

の

漸
次

的
改

良
の

展
望

を

与
え

よ

う
と

し

た

の

に

対

し

て
､

｢

歴

史
の

全

運

動
は

共

産
主

義
を

現

実

的
に

生

み

出
す

行
為
+

(

岩
s
･

S
,

h

山

か

)

と

み

な

す
マ

ル

ク

ス

ほ
､

従

来
の

生

産
の

運

動

(

私

的

所

有
の

運

動
)

を

(

人

間
社

会
の

前
史
)

に

位
置
付

け
､

シ

ュ

ル

ツ

と

ほ

逆
に

､

そ

の

運

動
の

な
か

に

革
命
の

必

然
性
を

さ

ぐ

ろ

う
と

す
る

の

で

あ
っ

た
｡

マ

ル

ク

ス

が

『

生

産
の

運
動
』

の

個
々

の

論
点

を

具

体

的
に

ど

の

よ

う
に

読
み

､

そ

こ

か

ら

何
を

受
け

取
っ

た

か

と
い

う
こ

と

は
､

『

経
･

哲
草
稿
』

第
一

草
稿
前
段
に

お

い

て

最
も

明

瞭
に

示
さ

れ

〃
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て

い

る
｡

第
一

草
稿
前
段
(

労
賃

･

利
潤

･

地

代
)

は
､

さ

ら
に

三

階
巷

(

2 5
)

に

分

け
ら

れ

る
｡

第
一

階
寝
で

マ

ル

ク

ス

は
､

国

民

経

済
学
が

所

得
三

源
泉
の

三

位
一

体

と

表
象
す
る

市
民

社

会
が

､

私

的
所
有
に

基
づ

く
三

階

級
対

立
の

場
で

あ

る

こ

と

を

示

し
､

第
二

階

程
で

､

市
民

社

会
の

内

的
運

動
法

則
で

あ

る

競
争
と

蓄

積
の

帰

結
と

し

て

資
本
家

と

労
働
者
の

二

大

階
殻
対

立

を

導
出
し

､

市
民

社
会
の

傾

向

的

極
限

像
を

示
そ

う
と

し

た
｡

そ

の

際
､

彼
が

主
な

論
拠
と

し

(

2 6
)

た
の

が
､

シ

ュ

ル

ツ

の

社
会

的
分

業
の

再

結

合
論
で

あ

り
､

さ

ら

に
､

そ
こ

で

彼
は

､

蓄
積
が

｢

私

的
所
有
の

支
配
の

下
で

は

少

数

者
の

手

中
へ

の

資
本
の

集
中
+

で

あ

る

が
､

技
術
的

(

使

用

価
値

的
)

視
点
か

ら

見
れ

ば
､

そ

れ

は

生

産
諾
力
の

よ

り

広
汎
な

結
合

に

ょ

る

生

産
力

発

展
の

過

程
で

あ

る

こ

と
､

そ

し
て

今
や

､

こ

の

生

産
力
の

発
展
は

資
本
家

的
私
的
所
有
と

矛

盾
に

陥
っ

て

い

る

こ

と

を
､

シ

ュ

ル

ツ

の

叙
述
か

ら

読
み

と
っ

た

と

考
え

ら
れ

る
｡

こ

れ

が
､

彼
が

シ

ュ

ル

ツ

か

ら

受
け

取
っ

た

第
三

の

も

の

で

あ

る
｡

最
後
に

第
三

階
程
で

マ

ル

ク

ス

ほ
､

こ

う
し

て

資
本
と
い

う

歴

史
的
形
態

を

と
っ

た

私

的
所
有
の

支
配
す
る

社

会
と

し

て

と

ら

え

た

市
民

社

会
を

､

歴
史
の

中
に

位
置
づ

け
､

将
来
を

展
望
し

ょ

う

と

す
る

｡

こ

の

位
置
づ

け

は
､

人

間
に

と
っ

て

の

根

渡
的
自
然
で

､
専

や

､ノi
爪

リ

ー

∵
.
ぎ

1

■
l

七

一ム
町

あ

り

生

産
手

段
で

あ
る

､

土

地

に

対

す

る

私

的
所

有
の

歴

史
的
形

柁

態
の

転
化
の

問
題
と

し

て
､

し

た

が
っ

･
て

地

代

欄
で

､

な

さ

れ

る
｡

そ

の

際

彼
は

､

シ

ュ

ル

ツ

の

生

産
諸

カ
の

結
合
形
態

論
と

し
て

の

土

地

集
積
論
を

､

社
会

変
革
の

理

論
へ

と

読
み

か

え

る

こ

と
で

新

し
い

歴
史
観
を

獲
得
し

た
｡

土

地

所

有
と

生

産
力
の

発

展
に

つ

い

て

の

シ

ュ

ル

ツ

の

図
式

ほ

こ

う
で

あ

る
｡

封

建

的

大

土

地

所

有

(

農
奴

制
･

土

地
=

生

産
力
の

集
中
)

↓
土
地

所

有
の

分

割
(

自

由
な

小

所
有

･

生

産

諸

カ
の

分

散
)

↓
新
し
い

連
合

体

(

自
由

な

小

所
有

･

大

規
模
農
耕
に

よ

る

生

産
話

力
の

再

結

合
)

｡

こ

こ

で

｢

新
し
い

連
合

体
+

と

は
､

具
体

的

に

ほ

｢

共

同

的

経

済
計

画

に

従
っ

た

よ

り

大
き

な

面

積
の

開
発
+

(

出
d

P
･

S
.

訟
)

､
を

行

な

う

小

所

有

者
の

農
業
組

合
､

あ

る

い

は

株
式
合
資
会
社
で

あ

る
｡

マ

ル

ク

ス

は

こ

の

図
式
を

換
骨

奪
胎
す
る

｡

封
建
的
土

地

所

有

(

私

的
所
有

･

人

希
的

関
係
)

l
資
本

家

的
土

地

所

有
(

私

的

所

有
･

物
凌
的
関

係
)

l
土

地
に

適
用
さ

れ

た

連
合

体

(

私

的

所
有
の

揚
棄

･

人

格
的

関
係
の

再

建
･

大

規
模

農
耕
)

｡

こ

れ

が
､

私

的
所
有
を

前
提
し

た

シ

ュ

ル

ツ

の

土

地

集
積

論
を

社

会

変
革
論

に

読
み

か

え

る

こ

と
で

､

こ

こ

で

マ

ル

ク

ス

が

獲
得
し
た

歴

史
観

で

あ

る
｡

し

た

が
っ

て
､

生

産
力
の

発
展
に

基

礎
づ

け

ら
れ

た

｢

自
由
な

ヤ

半

価

サ

ト
ー

.

-

ふ

舟
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結
合
と

共

同
+

(

田
d

勺
.

S
.

訟
)

と
し

て

の

連
合
体

を

展
望

す

る

こ

と
で

､

新
し
い

社

会
形

成
の

原

理
に

素
材
を

提
供
し

た

こ

と
､

こ

れ

が

シ

ュ

ル

ツ

の

マ

ル

ク

ス

に

対

す
る

第
四

の

意
義
で

あ

る
｡

し
か

し
､

歴
史
の

展
望
を

生

産
力

視
点
か

ら
の

連
続
性
に

お

い

て

の

み

と

ら
え

る

の

で

は

な

く
､

連
続
(

生

産
力
の

発
展
)

と

切

断

(

私
的
所
有
の

揚
棄
)

と
の

二

重
の

視
点
に

お

い

て

と

ら

え

た

こ

と
､

こ

れ

が
､

マ

ル

ク

ス

の

シ

ュ

ル

ツ

を

超
え

る

点
で

あ
っ

た
｡

そ

し
て

､

こ

の

二

重

の

視

点
に

立
っ

て
､

近

代
市
民

社
会

(

資

本
家
的
私

的
所
有
)

を
｢

私

的

所
有
の

発
展
の

最
後
の

頂
点
+

(

呂
s
.

S
･

訟
○
)

と

し
て

歴

史
的
に

定
位
し

､

｢

人

間

解

放
+

を

私

的

所

有
の

揚
棄
の

上

に

立
つ

連
合

体

と

し
て

展
望

す
る

こ

の

歴
史
観
に

お

い

て
､

唯
物
史
観
確
立
へ

の

第
一

歩
が

踏
み

出
さ

れ

て

い

る

と

言
え

る

の

で

ほ

な
い

だ

ろ

う
か

｡

し
か

し

他
方

､

『

草
稿
』

の

文
面

に

見
る

限

り
､

マ

ル

ク

ス

は

シ

ュ

ル

ツ

の

歴
史
観
の

あ
る

重

要
な

論
点
を

見
過
ご

し

て

い

る
｡

そ

れ
ほ

､

労
働
手

段
を

中

心
に

す
え

た

生

産
諸
力
の

概
念
で

あ

り
､

労
働
手

段
に

よ

っ

て

画

さ

れ

る

歴
史
の

発
展
段
階
認

識
で

あ
る

｡

そ

の

意
味
で

は
､

彼
は

ま
だ

シ

ュ

ル

ツ

の

歴
史
観
の

意

義
を

｢

十

(

27
)

全
に

ほ

受
け

と

め

て

い

な
い
+

｡

と
は

言
え

､

そ

れ

ほ

理

論
的
成
熟
度
の

問
題
で

あ
る

よ

り
は

､

サ

叫

喰

一

｢

J

l

む

し

ろ

方

法

的
問
題
で

あ

る
｡

マ

ル

ク

ス

は
､

『

経
･

哲
草
稿
』

に

お

い

て

い

っ

た

ん

所

有
論
的
･

生

産

関
係
論
的

視
点

に

徹
す
る

こ

と
に

よ

っ

て
､

特

殊
歴
史
的
な

形

態

規
定
を

受
け

た

生

産
関
係

(

疎
外
さ

れ

た

労
働
)

が

自
己

再

生

産
の

運

動
を

通
し

て

不

断
に

存
立
し

て

い

る

そ

の

内

的

構
造

を

概
念
的
に

把
握

す
る

こ

と

を
､

自
己
の

課
題
と

し

た

の

で

あ
っ

た
｡

こ

の

よ

う
な

問
題
意
識
こ

そ
､

シ

ュ

ル

ツ

に

欠

如
し
て

い

る

も

の

で

あ

り
､

マ

ル

ク

ス

が

シ

ュ

ル

ツ

を

超
え

て

い

る

本
質
的
な

点
で

あ
る

｡

こ

の

間
題
意
識
に

よ

っ

て
､

､

彼
は

､

歴

史
貫
通

的
な

範
噂
と

し

て

の

生

産
力

を

資
本
の

生

産
力
ヘ

と

解

消

す
る

こ

と

を

免
れ

る

と

同

時
に

､

シ

ュ

ル

ツ

が

説
明

し
え

ぬ

ま

ま

提
示

し

た

生

産
力
と

生

産
関

係
と
の

矛

盾
の

事
実
を

｢

矛

盾
+

と

し
て

了

解
し

､

労
働
者

の

解
放
を

分

配

関

係
の

改

革
に

で

は

な

く
､

生

産

関

係
の

変
革
に

求
め

る

こ

と

が

で

き
た

の

で

あ
っ

た
｡

し
か

し
､

あ
え

て

二
一
一

日

付

け

加

え

れ

ば
､

マ

ル

ク

ス

が

シ

ュ

ル

ツ

の

歴

史
観
を

十

全
に

受
け

と

め

な
か

っ

た
こ

と

に

ょ
っ

て

見

落

と

し

た

の

は
､

物
質
的
生

産
諾

カ
の

一

定
の

歴

史
的
発
展
段
階
を

具
体
的
な

姿
で

と

ら
え

る

限

で

あ
っ

た
｡

｢

類
的
存
在
+

と

い

う

言
葉
で

､

人

間
と

自
然
と
の

物
質
代

謝
を

人

間

存
在
の

基

礎
構
造

と

し
て

と
ら

え

る

労
働
過

程
論
的
視
点
に

立

ち

な

が

ら

も
､

人

間

乃
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と

自
然
を

媒
介
す
る

労
働
手

段
の

歴
史
理

論
的

意
義
を

見
落
し

た

た

め
に

､

｢

類
的
存
在
+

を

物

質
的
生

産
諸

力
の

歴
史

的

発

展
の

具

体

的
形
態
に

結
び

つ

け

る

こ

と
が

､

一

八
四

四

年
の

マ

ル

ク

ス

に

は

で

き

な
か

っ

た

の

で

あ

る
｡

シ

ュ

ル

ツ

の

マ

ル

ク

ス

に

対

す
る

｢

十

全
な
+

影
響
を

考
え

る

場

合
､

我
々

は

『

ド

イ

ツ
･

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー
』

(

一

八

四

五

-
六

年
)

､

『

哲
学
の

貧
困
』

(

一

八

四

六

-
七

年
)

へ

と

眼

を

移

し

て

い

か

ね

ば

な

ら

な
い

｡

そ

こ

で

の

マ

ル

ク

ス

の

分

業
概
念

､

労
働

手

段
概
念
の

形
成

あ
る

い

は

変
容
を

検
討
す
る

こ

と
､

そ

れ

が
､

我
々

の

次
の

課

題
で

あ

る
｡

(

1
)

シ

ュ

ル

ツ

の

生

涯
に

つ

い

て

は
､

W
･

G
H

p

F

司
･

哲
ぎ
訂
㌧

如
丸

達

冨
式
等
～

訂

訂ヽ

ヨ
一

品
恥

量ヽ
弘
也

:
Q

已
已
富
ま
畠
札

≠
Q
､

註
家
計
壱

勺
Q

a
旨

ぎ
丸

賢
.

田
e
-

F

巴
t

N

仁
H

H

W
只

.

H
e

拝

N
.

臼
e

ユ
】

ロ
.

-

笥
h

.

が

最
も

詳
し
い

｡

(

2
)

W
一
S

旨
已
N

.

b
計

出
払

垂
遺

書
叫

礼

等

勺
昌
弘

害

賢
壱
㌧

如
丸

莞

駕
篭
已
q
ゝ

藍
叫

註
･

監
邑
計
計

芭
訂

ゝ

冨
弘

達

聖

書
恥

均

等

の

…
き
叫

訂

笥ヾ
馬

乱
･

莞ヽ

一

悪
筆

芸

事
､

訂
宝
達
h

b

計

鳥
丸

設

惣
白

由
訂

ま

達

軋

計ヽ

の

設
乱
打

鼓

怠
､

N

守
訂
F

戸

W
F
t

¢

r
t

F

声
r

.

-

璧
丁

山

･
(

以

下
､

B
a

勺

と

略
記
)

(

3
)

ゝ

着
想

責
乳

慧

b

芸
訂
q

訂

無
毒
や

尽
監
♪

く
戸

山

N
･

J
①

甘
N

畢

-

加

¢

-
.

∽
.

¶

h

N
.

(

4
)

声

宅
P
H

メ

Q

ぎ
営
苫
計
q

軒

も
ー

罠
Q
叫

尽
ま
設

計

転
§
ミ
ぎ
母
訂
.

呂
田

W

田
r

嘗
n

賀
n

笥
ど

r

ロ

d
.

-
.

T

邑
-

出
0

巨
ロ

､

-

ま
甲

(

以

下
､

指

岩
00

と

略

記
)

(

5
)

声

宣

告
メ

b
包
h

拇
▲
尽

丸

訂
～

せ
P

-
･

切
①

ユ

ぎ
ー

芸
♪
こ

∽
･

山

¢

N
･

(

以

下
､

U
只
,

H

と

略
記
)

(

6
)

A
一

C
O
r

n
亡

.

板
取

ミ

ら
句

軒

書

芸
札

恕
軋

乱
3
.b
対

内
志
向

乳
仏

･

ト

&

富

ま
達

札

一

句

等
訂
.

B
P

N
.

班
e

ユ

F
､

-

心

示
N

.

S
.

-

-

や
.

(

7
)

誉
札
.

∽
.

-

望
.

コ

ル

ニ

ュ

の

所
説
に

つ

い

て

は

広

枚

渉

氏

の

紹

介
が

あ

る
｡

『

マ

ル

イ

ス

主

義
の

成

立

過

程
』

一

九

六

八

年
､

五

一

-
五

四

頁
｡

(

8
)

G
･

只
2
-
2

､

司
･

哲ゝ
云
訂

ま

邑

恕
Q

和
寒
b

重
各
軋

記
ま

畠
内

乱

等

号
～

註
h

b

訂
甚

9
灯

Q

莞
…
訂

p

乱

竃
彗
声

E
-

ロ

E

ど
】

e

賢
n

粥

2
H

W
･

S
c

F

已
N

こ

ぃ
e

弓
e

g
亡

口

粥
:

.

G
-

琵
F

き
t

e

ロ

F

T
甲

声
口

宏
.

-

岩
戸

山

中

隆
次

｢

シ

ュ

ル

ツ

と
マ

ル

ク

ス

+
､

中

央
大

学

九

十

周

年

記

念

論

文

集
所
載

､

一

九

七
五

年
､

等
参
照

｡

(

9
)

後
で

見
る

よ

う
に

､

シ

ュ

ル

ツ

の

社

会

変
革
論
は

､

ル

イ
･

ブ

ラ

ン

等
の

立

場
に

近
い

｡

(

1 0
)

山

中

氏
は

､

シ

ュ

ル

ツ

が

青
年

ヘ

ー

ゲ
ル

派
の

中
で

､

ヘ

ス

の

社

会
主

義
に

対

し

て

ほ

｢

一

つ

の

進
歩
+

が

期
待
で

き
る

と

し
て

一

定
の

評
価
を

下

し

て

い

る
､

と

述
べ

ら

れ

る

が

(

前
掲

論

文
､

五

九

五

頁
)
､

こ

れ

に

は

根
拠
が

な

く

納
得
し

が

た
い

｡

一

八

四

六

年
の

静
文
で

は
､

シ

ュ

ル

ツ

ほ
ヘ

ス

の

思

想

を

｢

反

科

学

的

な

暗

殺

計

画
+

と

ま

で

非

難
し

て

い

る
｡

W
･

∽
c

F

已
N

-

C
Q

至
芸
ミ
&
h

§

芦

口

髭
∽
t

p

巳
s

←
e

已
打
○
ロ

.

F

記
甲

く
●

C
･

R
O
t
t

e
O

k

戸

C
･

W
e
-

?

打
e

r
.

臼
戸

山
.

♭
】
t

O

ロ
p

.

-

空
か

.

∽
.

と
い

.

卑
･
主
い

･

斗

卜

ゝ
叩
帥

･パ

k
｢

濾
で

†

や

血
町
･

←

ト
.

l

ぺ

{



曙

〆

･
1

か

ゃ

､
ぷ
町
如

･り

`

汁

=

カ

ー

サ

吟
一

J

-

.

.
小

､

(

1 1
)

｢

歴

史

的
･

統

計

的
+

方
法
の

意
味
に

つ

い

て

は
､

山
中

､

前

掲

論
文

､

五

九
一

頁
､

参
照

｡

(

1 2
)

W
●

∽
c

F

已
♪

b
訂

『
等

賢
札

等
ミ
式

芸
叫

芸

○

式
彗
乱
的

ま

ミ
礼

等

ゝ

さ
b

恵

寧
逮

礼

軋

ぎ

出
札

急
呈

叫

良

港
｢

無
恥

h

Q

乳

已

芸
N

琵
芸
事
軋

P

U
e

已
･

( 75 ) w ･ シ
ュ

ル ツ の く分菓 と生 産諸 カの 歴史哲学〉 と マ ル ク ス

胃
F
e

≦
e

ユ
e
-

】

p

F
r
s

岩
F
】

已
t

.

N
.

H
e

拝
-

S
t

ま
t

笥
ユ

戸

0

ロ
.

-

00

小

〇
.

S
.

N

〇
.

(

1 3
)

シ

ュ

ル

ツ

自
身

､

一

度
だ

け

(

S
.

N

h

)

で

あ

る

が

と
い

う

語

を

使
用
し

て

い

る
｡

(

1 4
)

シ

ュ

ル

ツ

の

こ

の

道

具

と

機
械
の

概
念
的

区

別
を

､

は

『

資
本

論
』

で

引

用
し

､

批
判

し

て

い

る
｡

U
只
.

-

→
辞
b
i

n

g
l

｢

労
働
力
+

マ

ル

ク

ス

S
.

山

¢

N
.

な

お
､

一

八

六
三

年
一

月
二

八

日

付
の

マ

ル

ク

ス

の

エ

ン

ゲ
ル

ス

宛

書
簡
を

も

見
よ

｡

宣
E

W

田
戸

山

〇
･

S
･

山

N

P

(

1 5
)

杉
原
四

郎
『

経

済
原

論
Ⅰ

-
｢

経

済

学

批
判
+

序
説
』

一

九

七
三

年
､

一

四

頁
｡

(

1 6
)

シ

ュ

ル

ツ

が

そ

の

歴
史
哲
学

を

｢

ヘ

ー

ゲ

ル

に

学
ん

だ
+

こ

と

に

つ

い

て

は
､

グ
ラ

ー

プ

の

指
摘
が

あ

る
｡

G
H

p

F

尽
.

へ

恵
一

S
.

-

-

N
.

(

1 7
)

溝
神

的
生

産
の

発
展
に

つ

い

て

簡

単
に

ふ

れ

れ

ば
､

言
語

形
成

に

精
神

的
生

産

力
の

発
展
を

見
､

宗
教

･

芸
術

･

科

学
を

社

会

的

分

業
と

類

比
さ

せ

る

と
い

う
の

が
､

そ

の

特
色
を

な

す
｡

し

た

が

っ

て

こ

れ

は
､

文

化
に

通

用
さ

れ

た

(

分

業

と
生

産
話
力

の

歴
史
哲

学
)

と

言
う
こ

と

が

で

き

よ

う
｡

(

1 8
)

仲

村

政

文

氏
ほ

､

｢

マ

ニ

ュ

フ

ァ

ク

チ

ュ

ア

と

い

う

用

語

は

歴

史
的

概

念
と

し

て

は
マ

ル

ク

ス

に

固

有
の

も

の

で

あ

る
+

と

述
べ

て

い

る

が
､

正

当
で

な

い
｡

仲
村
｢

マ

ル

ク

ス

生

産
力

論
の

一

波

泉
+

､

鹿
児
島
大

学
『

経
済

学

研

究
』

第
三

号

(

一

九

六

八

年
六

月
)

､

七

五

頁
｡

(

1 9
)

山

中
式

は
､

｢

機

械
を

通
し

て
+

の

生

産

力

視

点

と

｢

機

械
と

し
て
+

の

生

産
関

係

視

点
と

を
､

シ

ュ

ル

ツ

が

明

確
に

区

別
し

て

い

る

と

述
べ

て

い

る

が

(

前
掲

論
文

､

六

〇

七

頁
)

､

シ

ュ

ル

ツ

に

と

っ

て

は
､

こ

れ

は

む

し

ろ

労
働
様

式
の

技
術
的

な

発

展
段

階
の

遠
い

で

あ

る
｡

(

2 0
)

シ

ュ

ル

ツ

の

自
由
時

間

論
に

つ

い

て

ほ

別

満
を

用

意

し
て

お

り
､

詳
し

い

検
討
は

そ

れ

に

譲
る

｡

(

2 1
)

グ

ラ

ー

プ

は
､

こ

の

点
で

シ

ュ

ル

ツ

は

｢

ヘ

ー

ゲ
ル

と
ラ

サ

ー

ル

の

間
に

立
り

て
+

い

る

と

評

価
し

て

い

る
｡

G
【

p
b

､

尽
●

邑
･

S
･

-

N

〇
.

(

2 2
)

三

月

革
命
期
の

シ

ュ

ル

ツ

の

思

憩

と

行

動
に

つ

い

て

は
､

G
【

管

す
､

阜

&
.

.

s
.

-

N

:
.

参
照

｡

な

お
､

マ

ル

ク

ス

と
エ

ン

ゲ

ル

ス

′

の

『

一

八

五

〇

年
三

月
の

中

央

委
員
会
の

同

盟

員
へ

の

呼
び

か

け
』

で

の

｢

民

主

主

義
的

小
ブ

ル

ジ

ョ

ア
+

批
判

は
､

そ
の

ま

ま
シ

ュ

ル

ツ

へ

の

批
判

と

し
て

も

読
む
こ

と
が

で

き

る
｡

E
E

W

監
.

P

■s
･

N

ヰ

叫

汁

(

2 3
)

只
･

E
賀
メ

内
､

史
諒

恕
叫

栂
哉
p

訂
b

訂
讃

知
琶
恕
尽
已
訂
h

息
V

已
♪

]

岩
E

W

田
P

-
.

∽
.

N

O

P

(

2 4
)

そ

の

機
縁
は

､

お

そ

ら

く
ヘ

ス

の

論
文
｢

貨
幣

存

在
に

つ

い

て
+

で

あ

る
｡

広
冶

､

前

掲

書
､

五

四

頁
｡

只
p

d
e

.

尽
･

b

声

∽
･

く
H

H
H

･

参
照

｡

(

2 5
)

階
鍵
区

分

に

つ

い

て

ほ
､

N

‥
フ

ー

ビ

ン
､

細

見

英

訳

｢

『

革

乃



一 橋論叢 第八 十
一 巻 第 一

号 ( 7 6 )

稿
』

に

お

け

る

所

得
の

三

源
泉
の

対

比

的

分

析
+

､

『

思
想
』

一

九

七

一

年
三

月

号
､

工

藤
秀

明

｢

原
･

経

済
学
批
判
と

し

て

の

一

八

四

四

年
『

草
稿
』

分

析
序

説
+

上
､

名

古

屋

大

学
『

経

済
科

学
』

第
二

五

巷
第
四

号

(

一

九

七

八

年
三

月
)
､

参
照

｡

前
者
の

区

分

が

時

間

的

作
業
順

序
に

よ

る

と

す

れ

ば
､

後
者
は

む
し

ろ

理

論
構

成

上
の

区

分

と

言
う
こ

と

が

で

き
る

｡

階

潅
区

分
と

そ

の

意
味

に

つ

い

で
､

こ

こ

で

は

後

者
に

よ

る
｡

(

2 6
)

エ

藤
､

前

抱

論
文

､

二
三

二

頁
､

参
照

｡

E
･

マ

ン

デ
ル

は
､

第
二

階
程

坤
代

欄
で

マ

ル

ク

ス

が

｢

リ

カ

ー

ド

理

論
に

し

た

が

ゥ

摺

て
+

資
本

と

土

地

所

有
と

の

合

体
､

地

主

の

資
本

家
化

を

主

張
し

て

い

る

と

述
べ

て

い

る

が

(

山

内

湘
･

表

三

郎
訳

『

カ

ー

ル

･

マ

ル

ク

ス

』

一

九

七
一

年
､

三

九

頁
)

､

マ

ル

ク

ス

ほ

ま

だ

リ

カ

ー

ド

を

読

ん

で

お

ら

ず
､

そ
こ

で

の

直

接
の

論
拠
ほ
シ

ュ

ル

ツ

で

あ

る
｡

(

2 7
)

広
也

､

前
掲

香
､

五

四

頁
｡

(

二

棒
大

学

大

学

院
博
士

課

程
)

句

中

心
叶

叶

∵
F

首

叫

赫

書

サ

ム
仰

◆

ト
〟

叫

叶




