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林

喜

代

三

一

資
本
制
的
蓄
積
の

一

般
法
則

1

序

『

資
本
論
』

の

蓄
領
論
に

関
し

て

は
､

近

時
殊
に

､

新
し
い

問
題
提
起

が

な

さ
れ

つ

つ

あ

る
｡

本
稿
も

そ
の

蓄
積
論
の

検
討
に

､

殊
に

そ

の

二

つ

の

焦
点

-
｢

資
本
制
的
蓄
積
の

絶
対

的
･

一

般
的
法
則
+

と

｢

資
本
制

的
蓄
積
の

歴
史
的
傾
向
+

-
の

検
討
に

あ
て

ら
れ

る
｡

(

1
)

ヽ

ヽ

既
述
し

た
こ

と

だ

が
､

お

よ

そ

｢

学
+

に

ほ

｢

科
学
+

と
｢

形
而
上

学
+

と

が

成
立

し

得
る

｡

科
学
は

､

固
有
に

実
証
主
義
に

従
い

､

数
量

･

数
学

的
手
法
を

採
用
す
る

｡

そ

れ

は
､

し

た

が
っ

て
､

局
部
性
を

免
れ

得
な
い

｡

香
､

む

し

ろ

そ
の

局
部
認
識
に

限
定
し

て

こ

そ
､

科
学
の

真
価
が

発
揮
さ

れ

る
｡

だ

が

同
時
に

､

そ
の

局
部
性
の

自
覚
が

失
わ

れ

る

と
､

科
学
主
義

の

陥
穿
へ

陥
る

危
険
を

生

む
｡

科
学
の

局
部
認
識
に

は
､

そ
の

プ

ラ

ス

と

向
す

る

所
に

､

形
而
上

学
が

成
立

す
る

｡

そ
こ

で

は
､

形
而
上

学
は

､

既

成

認
識
が

不

断
に

否
定
さ

れ

て

い

か

ざ

る

を

得
な
い

こ

と

忙

耐
え

て

全
体

認
識
に

向
う
以

上
､

固
有
に

弁
証
法
を

方

法
と

し
て

採
用
す

る
こ

と

と

な

る
｡

と

こ

ろ
で

､

一

般
に

『

資
本
論
』

が

-
こ

こ

で

当
面

課
題
と

な

る

の

は

蓄
積
論
な
の

だ
が

-
科
学
的
に

も

形
而
上

学

的
に

も

発
展
せ

し
め

ら

れ

得
る

可

能
性
を

も
つ

｡

し
七

が

っ

て
､

ま

ず
､

｢

資
本
制
的

蓄

積
の

絶

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

対

的
･

一

般
的
法
則
+

も

そ
の

両
可
能
性
を

も
つ

｡

経
済
科
学
的
に

は
､

そ

れ

は

所
謂
｢

絶
対

的
窮
乏

化
法
則
+

と

し

て

理

解
さ

れ
て

､

擁
護
な
い

(

2
)

し

否
認
さ

れ

て

い

る
｡

科
学
次
元
で

そ

れ

を

｢

絶
対

的
窮
乏
化
政
則
+

と

理

解
す
る

こ

と

も
､

そ
の

解
釈
の

如
何
に

よ
っ

て

は

成
立

可

能
で

あ
る

と

(

3
)

考
え

ら
れ

る

が
､

こ

こ

で

は
そ

れ

は

展
開
さ

れ

な
い

｡

本
稿
も

-
本
誌
上

で

の

前
稿
と

同
じ

く

-
『

資
本
論
』

の

形
而
上

学
的
再
構
成
を

企
図
す

る
｡

し

た
が

っ

て
､

｢

資
本
制
的
蓄
積
の

絶
対

的
･

一

般
的
法
則
+

も
､

紆
掛
軒
学
的
に

､

即
ち
｢

政
治
経
済
学
の

批
判
+

と

ヽ

ヽ

ヽ

し
て

形
而
上

学
的
に

一

般
化
し
て

理

解
す
る

こ

と

を

試
行
す

る
｡

マ

イ

ナ

ス

と

が

季
ま
れ

る
｡

し
か

も
､

現
実
が

発
展
し
っ

つ

あ
る

過
程
に

あ
る

場
合
に

お
い

■
て

は
､

局
部
性
と

は
､

空

間
的
に

の

み

な

ら

ず
時
間
的

に

も
で

あ

る
｡

そ

こ

で

現
実
の

発
展
途
上
の

過
程
に

お

い

て
､

尚
か

つ

全
体
認
識
を

志

2

絶
対

的
プ
ロ

レ

タ

リ

ア

化
の

法
則

で

は
､

資
本
制
的
蓄
積
と

は

何
か

｡

そ

れ
は

｢

資
本
関
係
+

の

蓄
積
に

他
な

ら
な
い

｡

資
本
関
係
と

は

資
本
と

賃
労
働
と

の

関
係
を

指
す

｡

し

た

が

っ

て
､

資
本
制
的
蓄
積
と

は

｢

資
本
と

賃
労
働
と

の

関
係
+

の

蓄
積
に

他
な

ら
な
い

｡

資
本
制
の

も

と

で

ほ
､

一

方
で

資
本
の

蓄
積
が

進
む

に

つ

れ
て

､

他
方
で

ー
そ

れ

に

対

応
し
て

-
賃
労
働
の

蓄
積
が

進
む

｡

し

ヽ

ヽ

ヽ

か

も

双

方
は

､

敵
対

的
(

a

芝
▲

･
品
0

2 .

S

t
i

s

c

F
)

な

関
係
に

立
つ

｡

こ

こ

で
､

3 9 7
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賃
労
働
と

は
､

諸
関
係
(

く
e
r

訂
-

t

已
s

s

e

)

=

汲
態
(

s

g
e

)

と

し

て

の

プ

ロ

レ

タ
リ

ア

ー

ト

を

意
味
す

る
｡

｢

そ
れ

故
+

､

と
マ

ル

ク

ス

は

言
う

､

(

4
)

｢

資
本
の

蓄
積
は

プ
ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト
の

増
大
で

あ

る
｡

+

こ

こ

か

ら
､

吾
々

は

1
吾
々

が

考
案
の

対

象
と

し
て

い

る

次
元
で

は

ヽ

ヽ

-
資
本
制
的
蓄
積
の

法
則
を

､

資
本
の

蓄
積
に

敵
対

す
る

も

の

と

し

て

の

プ

ロ

レ

タ
リ

ア

ー

ト
の

増
大

･

蓄

積
と

解

す

る
｡

即
ち

､

｢

プ
ロ

レ

タ

リ

ア

化
+

(

P

岩
-

e
t

賀
i

e

2
ロ
耶

)

の

進
展
と

解
す
る

｡

だ

が
､

他
方
で

､

マ

ル

ク

ス

は

資
本
の

蓄
積
に

対

し

て

｢

窮
乏
+

の

蓄

積
が

進
む
と

も

言
っ

て

い

る
｡

し
か

し
､

文

字

通

り

の

意

味
で

の

窮
乏

(

E
訂

邑
)

に

対
立

(

a

芝
品
O

n

賢
-

s

c

F
)

す
る

も
の

は
､

資
本
で

は

な

く
､

ヽ

ヽ

富
の

は

ず
で

あ

ろ

う
｡

逆
に

､

資
本
に

対

立

(

P

ロ
t

旦
叫

○

ロ
i

s

t
叶

s

c

F
)

す
る

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

も
の

は
､

文
字
通
り

の

意

味
で

の

窮
乏
で

は

な

く
､

実
労
働
=
プ

ロ

レ

タ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

リ
ア

ー

ト

の

は

ず
で

あ

ろ

う
｡

に

も

拘
ら

ず
マ

ル

ク

ス

は
､

資
本
の

蓄
積

に

窮
乏
の

蓄
積
を

対

置
せ

し

め

て

い

る
｡

そ

れ

は
､

彼
に

お
い

て

は
､

資

本
と
は

資
本
制
の

も

と
で

の

富
を

意
味
し
て

い

た

か

ら

で

あ

る

と

解
さ

れ

ね

ば
な

ら
な
い

｡

し

か

し

決
し

て

そ
れ

は

お

よ

そ

社
会

一

般
に

お

け
る

富

資
本
制
的
蓄
鎗
の

法
則
の

核
心

を

な

す
ひ

こ

う
理

解
し
て

も
､

マ

ル

ク

ス

銘

(

る
)

3

が

｢

給
料
が

高
く

と

も

低
く
と

も

悪
化
す

る
+

と

言
っ

た

理

由
が

了
解
さ

れ

得
る

｡

以

上
か

ら
､

吾
々

は
､

｢

資
本
制
的
蓄
積
の

絶
対

的
･

一

般
的
法
則
+

､

､

ヽ

(

6
)

と

は

｢

絶
対

的
プ

ロ

レ

タ
リ

ア

化
+

(

前
田

康
博
)

の

法
則
の

こ

と

で

あ

る

と

解
す

る
｡

そ

れ
は

あ

く
ま

で

｢

絶
対

的
+

だ

と

言
わ
れ

て

い

る

の

で

あ
っ

て
､

｢

相
対

的
+

だ

と

は

言
わ

れ

て

い

な
い

こ

と

が

注

意
さ

れ

る
｡

ヽ

ヽ

歴
史
=

社
会
に

お
い

て

絶
対

的
に

貫
徹
す

る

法
則
に

つ

い

て

と

か

れ

て

い

る

の

で

あ

り
､

ま
た

ま
さ

に

一
種
々

の

反
対

諸

事

情
に

も

拘
ら

ず
､

｢

全
体
と

し
て
+

(

カ

ン

ト
)

は

ー
絶
対

的
に

貫
徹
す
る

も

の

で

あ
っ

て

こ

そ

｢

法
則
+

と

呼
ば

れ

る

に

催
す
る

｡

ヽ

ヽ

ヽ

3

絶
対

的
プ

ロ

レ

タ
リ

ア

化
の

法
則

と
こ

ろ

で

こ

こ

で

プ
ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト

と

は

何
を

意
味
す
る

か

に

少
し

く

触
れ

て

お

く
｡

プ
ロ

レ

タ
リ

ア

ー

ト
の

原
語
義
ほ

､

周
知
の

よ

う
に

､

な
の

で

は

な
い

｡

そ

う
と

す

れ

ば
､

こ

れ

に

対

す
る

窮
乏

も

資
本
制
の

も

ヽ

ヽ

ヽ

と

で

の

窮
乏
の

こ

と

で

あ

り
､

決
し
て

文
字
通
り

の

意
味
で

の

窮
乏
を

意

味
す
る

も

の

で

は

な
い

と

解
さ

る
べ

き
で

あ

る
｡

資
本
制
の

も

と
で

の

富

と

し
て

の

資
本
に

対

立

す

る

も
の

と

し
て

の

資
本
制
の

も

と
で

の

窮
乏
と

は
､

し
た

が

っ

て
､

賃
労

働
=

プ

ロ

レ

タ
リ

ア

ー

ト

を

意
味
す

る

も
の

と

吾
々

は

理

解
す
る

｡

そ

れ

故
､

マ

ル

ク

ス

が

資
本
の

蓄
積
に

対

置
し
て

窮

乏
の

蓄
積
と

言
っ

て

い

る

の

も
､

プ

ロ

レ

タ
リ

ア

ー

ト

の

蓄
積
を

指
す
に

他
な

ら
な

い
｡

資
本
の

蓄
積
に

敵
対

す
る

プ
ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト
の

蓄
積
が

､

古
代
ロ

ー

マ

の

最
下
層
の

自
由
民

を

意
味
す

る

が
､

近

代
に

お
い

て

は

そ

れ

は

資
本
制
生

産
の

も

と

に

お

け

る

労

働
力
の

担
い

手
た

る

貸
労
働
者
を

(

ァ
)

指
す

も
の

と

し
て

使
用
さ

れ

る
｡

彼
ら

は
､

古
代
ロ

ー

マ

に

お

け
る

と

異

な

り
､

m
p
ロ
･

勺
O

W
e
【

と

し
て

の

労
働
力
を

も
っ

て

-
労
働
か

ら

価

値

を

生

む
こ

と
に

よ
っ

て

ー
し

か

社
会
に

奉
仕
し

得
な

い
｡

な

お
､

マ

ル

ク

ス

は

『

資
本

論
』

に

お
い

て

は
､

｢

資
本
家
+

と

は
｢

資

本
の

人

格
化
+

し

た

も

の

を

意
味
す

る

と

絶
え

ず
こ

と

わ

ド

て

い

る
｡

し

た
が

っ

て
､

資
本
家
に

対

立

す

る

プ

ロ

レ

タ
リ

ア

ー

ト

と

は
､

同
じ

く
､

｢

労
働
力
な
い

し

労
働
時
間
の

人

格
化
+

し
た

も

の

を

指
す

と

解
さ

れ

る
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ぺ

き
で

あ

る
｡

現
に

マ

ル

ク

ス

は

-
筆
者
の

知
る

限

り

で

は
､

『

資
本

論
』

第
一

巻
第
八

草
に

お

い

て
一

度
だ

け
だ

が

-
労
働
者
を

｢

人
棉
化

さ

れ
た

労
働
時
間
+

(

p
e

言
O

n

琵
N
i

O
r
t

e

A

旨
e
i

t
s

詣
i

t

)

に

他
な

ら

な

い

と
い

う
表
現
を

使
っ

て

も
い

る
｡

こ

こ

に

再
び

｢

絶
対

的
+

プ
ロ

レ

タ
リ

ア

化

(

勺

3
-

e

t

賀

す
ロ

コ

g
)

の

考
察
に

立

帰
る

｡

そ

れ

は

プ
ロ

レ

タ

リ
ア

化
が

全
面
的
な

ま
で

に

進
行
す

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

る

事
態
を

指
す

｡

｢

全
面
的
+

と

言
う
の

ほ
､

外
面
的
に

は

む

ろ

ん

内
面

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

的
に

ま
で

プ

ロ

レ

タ
リ

ア

化
す
る

と
い

う
こ

と

を

意
味
す
る

｡

外
面
的
プ

ロ

レ

タ
リ

ア

化
と

は
､

プ
ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト
の

量
的
増
大
で

あ

る
｡

だ
が

ヽ

ヽ

ヽ

同
時
に

且
つ

さ

ら
に

深
く

プ
ロ

レ

タ

リ

ア

化
は

進
み

､

内
面
的
な

ま

で

に

至

る
｡

資
本
制
生

産
へ

の

移
行
期
に

ほ

労
働
強
制
は

外
面
的
な

物
理

的
強

(

8
ノ

制
力
に

よ
っ

て

制
限
さ
れ

､

｢

伝
統
主

義
的
+

社
会
の

人

間
に

お

い

て

は

一

定
の

生

活
状
態
の

維
持
が

確
保
さ

れ

れ

ば

労

働
を

休
止

す
る

の

が

常
態

で

あ
っ

た
｡

こ

こ

で

は
､

賃
銀
切

下

げ

の

方
が

労
働
強
制
へ

の

効
果
は

大

(

9
)

で

あ
っ

た
｡

こ

の

こ

と
は

既
に

址
･

ヴ
ュ

ー
バ

ー

も

明
ら
か

に

し

て

い

る
｡

だ

が
､

近

代
資
本
主
義
社
会
に

お

け

る

資
本
に

よ
る

m
巴
-

･

勺
○

宅
巧

へ

の

労
働
強
制
は

内
面
的
に

ま
で

進
む

｡

労
働
者
に

内
面
化
さ

れ

た

強
制
は

､

い

か

な

る

外
面
的
な

そ

れ

よ

り

も

強

力
で

あ

る
｡

こ

う

し

て

万

人

が

m
P
ロ
･

勺

○

弓
e
【

と

し

て

の

労
働
力
の

担
い

手
へ

と

駆
り

立

て

ら

れ

る
｡

1
た

だ

し
､

こ

の

よ

う

な

強
制
の

内
面
化
も

､

根
底
的
に

は
､

社
会
の

要
求

､

近

代
化
の

必

然
性
の

内
在
化
し

た

も
の

に

他
な

ら
な
い

の

で

は

あ

る

が
｡

と

も

か

く
､

近

代
人
は

お

よ

そ
､

外
面

的
に

の

み
な

ら

ず
内
面
的

に

ま
で

も

プ
ロ

レ

タ

リ
ア

ー

ト

の

状
態
へ

と

陥
ら

ざ
る

を

得
な

い
｡

こ

こ

か

ら

結
果
す
る

m
巴
↑
勺
O

W
e

【

と

し

て

の

労
働
力
の

総
体
的
過
剰
消
費
=

浪
費
は

､

古
く
か

ら
の

問
題
た

る

｢

窮
乏
+

論
や

新
し
い

問
題
た
る

｢

公

害
+

論

-
そ

れ

を

貫
い

て

い

る
の

は

疎
外
論
な

の

だ

が

ー
と

深
く

関

わ

る
｡

さ

ら
に

､

こ

の

絶
対

的
｢

プ
ロ

レ

タ

リ

ア

化
+

と

は

絶
対

的
な

｢

疎
外

ヽ

化
+

を

も

意
味
す
る

｡

疎
外
と

は

お

よ

そ

疎
外
化
(

E
ロ

昏
e

ヨ
一
己

コ

g
)

と

し

て

あ

り
､

プ

ロ

レ

タ
リ

ア

ー

ト

は

外
面
的
に

の

み

な

ら

ず
内
面
的
に

ま

で

も

疎
外
さ
れ

て

ゆ

き
､

即
ち

疎
外
を

疎
外
と

し
て

意
識
さ

れ

な
い

ほ

ど

に

ま

で

疎
外
さ

れ

て

い

く
｡

こ

れ

が

疎
外
の

最
終

形
態
で

あ

り
､

そ

れ
へ

の

過
程
は

プ
ロ

レ

タ
リ

ア

化
の

外
商
的
な

進
行
と

内
面
的
な

進
行
と

に

そ

れ

ぞ

れ

対

応
す

る
｡

現

代
は
こ

の

疎
外
の

最
後
形
態
へ

至
る

途
上
に

あ

る
｡

な

お
､

こ

こ

で

の

プ

ロ

レ

タ
リ

ア

ー

ト

と

は

｢

社
会
階
級

諭
+

1
科

学
次
元

-
に

お

け

る

も
の

と

は

無
論
異
な

る
｡

社
会
階
級

諭
に

お
い

て

(

10
)

は

現
代
の

｢

全

般
的
サ

ラ

リ
ア

ー

ト

化
+

は

プ
ロ

レ

タ

リ

ア

化
と
は

相
反

し
て

映
る

か

も

し

れ

な
い

が
､

し
か

し

本
稿
の

次
元
で

は

こ

れ

こ

そ

が

ヽ

ヽ

ヽ

｢

絶
対

的
プ
ロ

レ

タ

リ

ア

化
+

の

貫
徹
を

証
し

す

る
｡

ヽ

ヽ

ヽ

最
後
に

､

こ

の

絶
対

的
プ

ロ

レ

タ

リ

ア

化
の

果
て

に
､

近

代
=

資
本
制

ヽ

ヽ

社
会
は

反
転
し

て

1
弁
証
法
的
に

1
コ

ミ

ニ
【

ズ
ム

社
会
へ

と

移
行

せ

ざ

る

を

得
な
い

｡

(

1
)

拙

稿

｢

政

治
経

済
学

批

判

と

労

働

価

値

論
+

『

一

橋
論
叢
』

第

七

十

巻
第

一

号

参

照
｡

(

2
)

こ

の

一

典
例

は

シ

ュ

ム

ベ

ー

タ

ー

『

資
本

主

義
､

社

会
主

義
､

及

び

民

主

主

義
』

に

あ

る
｡

(

3
)

筆

者
は

一

橋
大

学
の

昭

和

四

十

六

年

度
の

修
士

論

文
で

｢

窮
乏

化

法

則
の

再

検

討
+

を

試
み

た
｡

3 ∂∂



一 橋論叢 第 七 十 巷 第四 号 ( 9 6 )

(

4
)

マ

ル

ク

ス

『

資
本

論
』

第
一

巻
第
二

十
三

革

S

一

芸
h

(

現

行

独

語

版
)

｡

(

5
)

同

右
､

S

一
か

ゐ

○

(

6
)

前
田

康

博

｢

反

近

代

と

近

代

の

相

克
+

『

潮
』

別

冊
･

昭

和

四

十
五

年

冬

季

号

参
照

｡

(

7
)

M
･

グ
エ

ー

パ

ー

は

｢

プ

ロ

レ

タ

リ

ウ

ス

は
､

モ

ム

ゼ

ン

が

か

ん

が

え

た

よ

う
に

､

た

だ

子

供

を

生

む
こ

と
に

よ

っ

て

し

か

国
家
に

貢

献
で

き

な
い

も
の

の

謂
で

は

な

く
､

む
し

ろ

土

地

所

有

者

お

よ

び

完
全

市
民

(

す
な

わ

ち
､

所

謂
ア

シ

ド
ゥ

ー

ム

)

の

子

孫
に

し
て

相

続

極
を

奪

わ

れ

た
る

も
の

の

謂
で

あ

る
｡

+

と

主

張

し

て

い

る
｡

(

黒

正

厳
･

青

山

秀

夫

訳

『

一

般
社

会

経

済

史
要

論
』

下

巻
一

九

九

頁
)

こ

れ

に

対

し

一
筆

者
は

モ

ム

ゼ

ン

に

つ

い

て

は

知
ら

な
い

が

-
-
-

址
･

ス

テ

イ

ル

ナ

ー

は

｢

国

家
は

常
に

､

僕
か

ら

利

益

を

引

き

出
そ

ぅ

と

企

て

る
｡

即

ち
､

僕
を

掠

奪
し

､

搾

取

し
､

消

費
し

ょ

う
と

企

て

る
､

た

と

え
こ

の

消

費
は

専
ら

､

僕

が

勺

邑
e
s

(

子

孫
)

を

補

充

す
る

こ

と

(

プ

ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト
)

か

ら

成
っ

て

い

る

に

せ

よ
｡

+

と

言
っ

て

い

る
｡

(

草
間

平

作

訳

『

唯
一

者

と

そ

の

所

有
』

下

巻
三

六

六

-
七

頁
)

｡

(

8
)

M
･

ダ
ニ

ー

バ

ー

『

経
済

と

社

会
』

参

照
｡

(

9
)

M
･

ヴ
ュ

ー

バ

ー

『

プ

ロ

テ

ス

タ

ン

テ

ィ

ズ

ム

の

倫
理

と

資
本

主

義
の

精
神
』

参
照

｡

(

1 0
)

講
座
『

社

会
学
』

第

六

巻

｢

階

級
と

組
合
+

第
一

革
階

叔
三

六

頁
等
参
照

｡

二

資
本
制
的

蓄
積
の

歴
史
的
傾
向

1

｢

個
体
的
所
有
の

再
建
+

｢

資
本
制
的

蓄
積
の

歴
史
的
傾
向
+

に

つ

い

て

は
､

殊
に

そ
の

中
に

お

け
る

結
論
的
部
分
た
る

所
謂
｢

否
定
の

香
定
+

の

箇
所
に

つ

い

て

は
､

平

田

清
明
に

よ
っ

て
､

新
ら
た

な

る

理

解
が

示

さ

れ

て

い

る
｡

焦
点
と

な
っ

(

11
)

て

い

る

の

は
､

｢

個
体
的
所
有
の

再
建
+

(

平
田

清
明
)

問
題
で

あ
る

｡

そ

の

箇
所
を

､

ま

ず
､

彼
が

そ

の

意
義
を

強
調
す
る

フ

ラ
ン

ス

語
版
『

資
本

論
』

か

ら

氏
の

訳
を

利
用
し

て

1
た

だ

し

多
少
筆
者
の

嗜
好
に

合
せ

て

改
変
し

た
が

-
引
用
す
る

｡

｢

資
本
制
的
生

産
様
式
に

照
応
す

る

資
本
制
的
領
有
は

､

独
立

的
且
つ

個
体
的
労
働
の

必

然
的
帰
結
に

他
な

ら
ぬ

私
的
所
有
の

第
一

の

否
定
を

な

す
｡

し
か

し
､

こ

の

資
本
制
的
生

産
は

､

自
然
の

メ

タ
モ

ル

フ

ォ

ー

ゼ

を

司
る

宿
命
性
を
も
っ

て
､

自
己

自
身
の

否
定
を

自
ら
生

み

出
す

｡

そ

れ

は

香
定
の

香
定
で

あ

る
｡

そ

れ

は
､

勤
労
者
の

私
的
所
有
を
〔

再
建
す

る

の
〕

で

は

な

く
､

資
本
制
時
代
の

獲

得
物
の

､

〔

即
ち
〕

協
業
及
び

､

土

地

を

含
む

全
生

産
手
段
の

共
同

占
有
の

基
礎
の

う
え
に

､

彼
の

〔

=

勤

労
者
の
〕

(

12
)

個
体
的
所
有
を

再
建
す
る

｡

+

確
か

に
､

こ

の

箇
所
は

｢

個
体
的
所
有
の

再

建
+

を

宣

明
す

る

も

の

と

す
る

の

が

正

当
で

あ

る
｡

｢

香
定
の

香
淀
+

と

し

て

出
現
す

る

も

の

は

ー
共
同
占
有
に

基
礎
を

置
く

1
｢

個
体
的
所
有
+

で

あ

る

他
は

な
い

ヽ

ヽ

し
､

し

か

も

そ

れ

は

-
論
理

的
に

み
て

も

-
再

建
さ

れ

る

も
の

で

あ

る

は

ず
で

あ
る

｡

と

も

か

く
､

こ

の

｢

個
体
的
所
有
の

再
建
+

の

理

解
を

前
提
と

し

た

う

4 0 0



( 9 7 ) 研 究 ノ ー

ト

え
で

､

以

下
の

議
論
は

展
開
さ

れ

る
｡

2

資
本
制
社
会
と
コ

､
､

､

ニ
ー

ズ
ム

コ

､

､

､

ニ
ー

ズ
ム

と

は

1
平
田

清
明
も

指
摘
し
て

い

る

如
く

-
｢

コ

ミ
ュ

ー

ン

主
義
+

の

こ

と
で

あ
る

｡

こ

の

コ

､

､

､

ユ

ニ

ズ
ム

は
､

既
に

以

前

(

13
)

に

明
ら

か

に

し

た
よ

う
に

､

マ

ル

ク

ス

に

お
い

て

は
､

殊
に

『

資
本
論
』

に

お
い

て

は
､

二

つ

の

も
の

が

含
ま
れ
･

区
別
さ

れ

て

い

る
｡

そ
の

一

つ

は
､

歴
史
=

社
会
の

到
達
目

標
と

し

て

の
コ

､

､

､

ユ

ニ

ズ

ム

で

あ

り
､

そ
れ

は

歴
史
に

お

い

て

実
現
す
べ

き

も

の

で

あ

る
｡

他
の

一

つ

は
､

社
会
=

歴

史
を

｢

全
体
と

し
て
+

把
握
す

る

た

め
の

1
そ

れ

故
歴

史
を

超
え
た

所

に

設
定
さ
れ

る

-
測
度
基
準
(

m
e

監
宅
0

ヨ
e

ロ
t
)

と

し
て

の

コ

,

､

､

ユ

ニ

ズ
ム

で

あ
る

｡

後
者
を

､

吾
々

ほ

｢

方
法

的
ユ

ー

ト
ピ

ア
+

と

呼
ん

で

お

い

た
｡

こ

の

こ

と

は
､

『

資
本
論
』

第
三

巻
に

お

け
る

｢

必

然
の

王

国
+

と
｢

自

由
の

王

国
+

と

の

問
題

､

な

か

ん

ず
く

｢

自
由
の

王

国
+

に

お

け

る

二

つ

の

区

別
に

お
い

て
､

殊
に

明

瞭
で

あ
る

と

思
わ

れ

る

が
､

こ

こ

で

は

当
面

の

｢

歴
史
的
傾
向
+

の

箇
所
に

限
定
し
て

考
察
す
る

｡

と

こ

ろ

で
､

原
始
共
同
体
が

崩
壊
し

て

以

来
､

共
同
体
に

対

立

し
て

き

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

た

｢

市
民
社
会
+

に

お

け
る

所
有
形
態
は

私
的

所
有
で

あ
っ

た
｡

こ

の

場

合
の

私
的
p

n
く

巳
と

は
､

全
体
(

=

共
同
体
)

か

ら

｢

奪
い
+

且
つ

｢

奪

わ

れ

た
+

と
い

う
二

重
の

意
味
を

も

つ
｡

そ

れ

は
､

即
ち

､

個
1
体
が

全

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

-
体
か

ら

疎
外
さ

れ
た

と
い

う
こ

と

と

同
時
に

､

個

-
体
が

自
己
を

全
-

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

体
か

ら

疎
外
し
た

と
い

う
こ

と

を

表
す

｡

こ

の

私
的
所
有
の

最
高
形
態
が

｢

資
本
制
的
私
的
所
有
+

に

他
な

ら

な
い

｡

資
本
制
の

も

と

で

は
､

一

方

で

全
体
が

不

確
定
で

あ

る

故
に

各
個
体
の

位
置
を

不

明
確
に

し
､

他
方
で

各
個
体
が

不

明
確
で

畑

野
故
に

全
体
を
不

確
定
に

す

る
｡

そ
｡

で

は

不

断

の

発
展
=

｢

創
造
的
破

壊
+

の

過
在
に

あ

る

故
に

｡

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

こ

れ

に

対

し
､

共
同
占
有
に

基
礎
を

置
く

｢

個
体
的
所
有
+

の

再
建
さ

れ

た
コ

､
､

､

ユ

ニ

ズ

ム

の

社
会
で

は
､

人
間
が

類
的
存
在
に

復
帰
す
る

｡

各

個

体
の

維
持
が

同
時
に

｢

社
会
の

再
生

産
+

に

連
結
す
る

｡

こ

こ

で

は
､

一

方
で

全
体
が

確
定
す
る

こ

と

に

よ
っ

て

各
個
体
の

位
置
が

明
確
と

な

り
､

他
方
で

各
個
体
が

明
確
に

な

る

こ

と
に

よ
っ

て

全
体
が

確
定
す
る

｡

お

よ

そ

主
体
の

同
定
(

H

d
e

n
t

芹

賢
)

は
､

或
る

個
体
と

他
の

諸
個
体
と

の
､

即

ち

全
体
と

の

関
連
に

お
い

て

し
か

獲

得
さ

れ

得

な

い

故
に

｡

こ

れ

が
､

｢

社
会
+

主
義
で

あ

り
､

こ

こ

に

お
い

て

初
め

て

真
の

｢

個
人
+

主
義
も

実
現
さ

れ

得
る

｡

3

コ

､
､

､

二
一

ズ

ム

と

｢

方
法
的
ユ

ー

ト
ピ

ア
+

ヽ

ヽ

だ

が
､

全

-
体
と

個

-
体
と
が

完
全
に

確
定
調
和
す
る

こ

と
､

或
い

は

(

15
)

社
会
が

｢

確
定
存
在
様
式
+

を

獲
得
す
る

こ

と

は
､

歴
史
の

果
て

･

究
極

に

お

い

て

想
定
さ

れ

る

も
の

で

は

あ

る

が
､

し

か

し

あ

く

ま
で

も

歴
史
を

ヽ

超
え

る
｡

そ
の

歴
史
を

超
え
た

所
に

描
か

れ

る

社
会

像
が

､

一

切
の

歴
史

=

社
会
を

｢

全
体
と

し
て
+

認
識
す
る

た

め

の

｢

方
法
的
ユ

ー

ト
ビ

ア
+

と

な

る
｡

こ

の

ユ

ー

ト
ビ

ア

は
､

確
定
し

た

社
会
で

あ
る

故
､

静
態
化
し

た

も

の

で

あ
る

他
な

い
｡

発
展
途
上

に

あ
っ

て

は
､

空
間
的
に

も

時
間
的

に

も
､

確
定
し

得
な
い

故
に

｡

な

お
､

こ

の

発
展

･

静
態
の

問
題
ほ

､

疎

外
論
と

関
連
し
て

､

古
く

か

ら

の

問
題
た

る

｢

窮
乏
+

論
や

新
し
い

問
題

た

る

｢

公
害
+

論
と

深
く

関
わ
る

｡

4 βヱ
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し

か

し
､

現
実
の

歴
史
上
で

は
､

完
全
な

静

態
社
会
は

､

少
な

く

と

も

個
体
の

変
遷
は

免
れ

得
な

い

が

た

め

に
､

到
達
さ

れ

得
ず

､

現
実
の

社
会

は

そ

れ
へ

と

無
限
に

接
近

す
る

の

み
で

あ

ろ

う
｡

歴
史
=

社
会
の

｢

傾
向

ヽ

ヽ

ヽ

則
+

に

よ
っ

て

否
定
の

否
定
と

し
て

現
実
に

実
現
し

得
る

コ

ミ
ュ

ニ

ズ

ム

(

1 6
)

は
､

｢

大
同
+

主
義
(

『

礼
記
』

)

と

な

ろ

う
｡

現
実
に

は
､

歴

史
の

範

囲

ヽ

ヽ

内
で

は
､

そ
れ

ほ

｢

共
同
占
有
+

と

｢

個
体
的
所
有
+

と
の

大

同
に

お
い

て

し

か

成
立

し

得
な
い

｡

と

こ

ろ

で
､

前
記
の

｢

方
法
的
ユ

ー

ト
ピ

ア
+

の

構
想
は

､

既
に

プ

ラ

ト

ン

1
彼
の

『

ポ
リ

テ
ィ

ア
』

1
に

お
い

て

把
え

ら

れ

て

い

た
｡

ま

た

カ

ン

ト

の

歴

史
哲
学
は

､

通
説
と

は

異
な

り
､

例
え

ば

『

世

界
市
民

的

見
地

に

於
け
る

一

般
歴
史
へ

の

イ

デ
ー
』

に

お

い

て

は
､

｢

方
法
的
ユ

ー

ヽ

ト

ピ

ア
+

と

し

て

の

社
会
像
を

描
い

た

上

で

の

人
類
史
展
望
を

志
向

し
て

い

る

と

も

解
釈
可

能
で

あ
る

｡

そ

し
て

マ

ル

ク

ス

も
こ

の

伝
統
を

維
受
し

て

い

る

と

み

る
｡

マ

ル

ク

ス

に

と
っ

て
､

コ

､

､

､

ユ

ニ

ズ

ム

は

二

重

の

意

義
･

役
割
を

持
ち

､

即
ち

到
達
目
標
と

し

て

の

そ

れ

と

｢

方
法

的
ユ

ー

ト

ピ

ア
+

と

し

て

の

そ

れ
と

が

在
る

｡

こ

こ

に

人

類
史
の

三

段
階
区

分

-

こ

の

区

分
に

つ

い

て

は

既
に

平
田

清
明
も

指
摘
し

て

い

る
･

-
が

産
出
さ

れ
る

｡

原
始
共
同
体
か

ら

そ
の

後
の

共
同
体
の

変
遷

､

市
民

社
会
の

発
展

か

ら

資
本
制
社
会

､

そ

し

て
コ

ミ
ュ

ニ

ズ

ム

社
会

-
た

だ

し
､

共
同
体

の

変
遷
と

市
民

社
会
の

発
展
と

は

時
間
的
に

並

行
す
る

の

だ

が

-
の

三

(

1 7
)

区

分
が

そ

れ

で

あ

る
｡

さ

ら
に

､

唯
物
史
観
の

所
謂
公
式
で

示

さ

れ

て

い

る

如
く

､

人
類
の

前
史
の

最
後
に

､

必

然
的
に

資
本
制
段

階
が

位
置
す

る

も
の

と

さ

れ

る
｡

ま
た

､

そ
の

資
本
制
社
会
は

不

断
の

発
展
途
上
に

あ
る

も
の

と

し
て

把
握
さ

れ

て

い

る
｡

『

資
本
論
』

に

お

い

て
､

し

ば

し

ば

先

資
本
制
的
資
本
形
態
が

取
挙
げ

ら
れ

て

い

る

の

は
､

｢

資
本
+

が

絶
え
ざ

ヽ

る

｢

資
本
化
+

の

過

程
で

把
え

ら
れ

て

い

る

こ

と

を

証
し

す

る
｡

な

お
､

資
本
主
義
は

非
資
本
制
か

ら

資
本
制
へ

の

不

断
の

転
化
に

お
い

ヽ

ヽ

て

し

か

存
在
し

得
な
い

為
に

､

そ
こ

で

の

法
則
は

｢

傾
向

則
+

と

し
て

把

ヽ

ヽ

握
さ

れ

る
｡

し

た
が

っ

て
､

そ
こ

に

｢

純
粋
資
本
主
義
+

な

る

も
の

を

仮

(

18
)

設
す
る

の

は

誤
謬
で

あ

る
｡

こ

の

仮
設
を

置
く

論
者
に

と
っ

て

は
､

『

資

本
論
』

に

お

け

る

先

資
本
制
資
本
形
態
の

考
察
は

不

要
と

し

て

し
か

映
ら

な
い

｡

が
､

問
題
は

逆
で

あ

る
｡

『

資
本
論
』

は

そ
の

仮
設
を

拒

否

し

て

い

る
｡

-
1
-

た

だ

し
､

そ
の

有
効
性
を

厳
し

く

局

部
に

限
定
さ
れ

た

科
学

モ

デ
ル

と

し
て

な

ら

｢

純
粋
資
本
主

義
+

の

仮
設
も

成
立

可
能
で

あ
る

か

も

し

れ

な
い

が
｡

(

1 1
)

平

田

清

明

『

市

民

社

会
と

社

会

主

義
』

昭

和

四

四

年
､

『

経
済

学
と

歴

史

認

識
』

昭

和

四

六

年

参

照
｡

(

12
)

平

田

清

明

｢

マ

ル

ク

ス

研

究
に

お

け

る

フ

ラ

ン

ス

語

版

『

資
本

論
』

の

意
義
+

(

下
)

『

思

想
』

一

九

六
九

､

六
､

八

七

-
八

頁
(

前

掲
書
所

収
)

｡

ま
た

『

経
済
』

一

九

七

二
､

六
､

に

山

本

顕
一

に

よ

っ

て

仏

版
に

よ

る

｢

歴
史

的

傾
向
+

章
の

全

訳
が

載

せ

ら

れ
て

い

る
｡

な

お
､

こ

の

間
題
の

箇
所
の

訳
に

つ

い

て

ほ
､

広

西

元

信
も

『

資

本

論
の

誤

訳
』

昭

和
四

一

年
で

､

従

来
訳

を

訂

正

す

る

と

し

て
､

4 0 β

｢

…

…
こ

れ

は

香

定
の

香
定
あ

る
｡

こ

の

香
定

は
､

私
的

所
有

を

再

建
す
る

わ

け
で

は

な
い

が
､

し

か

も

資
本

主

義
時
代

に

達

成

さ

れ

た

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

も
の

-
す

な

わ

ち

協

業
や

､

土

地
･

お

よ

び

労

働
そ

の

も
の

に

よ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

っ

て

生

産

さ

れ

た

生

産

手

段
･

の

共

有
〔

共

同

占

有

G
e

ヨ
e
-

ロ

b

?

S

芹
N

=
勺
O
S

胃
S
S
-

○

ロ

旨
c

O

m
ヨ
○

ロ
〕

-
を

基
礎

と

す
る

個
人

的

所



有
〔

個
々

人

的
i

ロ

空
く

i

n

F
e
】

-

〕

を

生

み

だ

す

〔

再

建
す
る

ま
e

d
e
【

=

岩
-

e
S
t

P

b
〓
s

F
〕

+

と

訳
し

て

い

る

(

九

二

頁
｡

原

訳

文
で

は
〔

〕

内

は
ゴ

ジ

グ

ク

に

な
っ

て

お

り
､

そ

れ

が

氏
の

訂
正

し

た

訳

文
で

あ

る
)

｡

筆

者
に

は

平

田

氏

と

広

西

氏
と

で

ど

ち

ら

が

先

行

し

た

か

は

明

ら

か

で

な
い

｡

(

13
)

前

掲

拙

稿

参
照

｡

(

1 4
)

｢

創
造
的

破

壊
+

と

は
､

既

知
か

ら

未
知
へ

そ

し

て

そ

れ

が

即

座
に

既

知
に

な
っ

て

さ

ら

に

そ

の

先
の

未
知
へ

と
不

断
に

突
入

し

て

行

く
こ

と

を

意
味
す
る

｡

シ

A

ム

ベ

ー

タ

ー

前

掲

書
参

照
｡

(

1 5
)

前

田

康

博
｢

非

完
全

体

系

の

理

論
･

草
稿
+

『

思

想
』

一

九
六

九
､

六

等
参
照

｡

(

1 6
)

さ

し

あ

た

り
､

市

井
三

郎
･

山
田

慶

児
｢

ユ

ー

ト

ビ

ア

と

現

代

批
判
+

『

展

望
』

一

九

七

〇
､

四

を

参
照

｡

(

1 7
)

マ

ル

ク

ス

『

政

治

経

済

学

批
判
』

序

文
+

参
照

｡

(

1 8
)

宇
野
弘

蔵
『

経

済

原

論
』

旧
･

新

等

参
照

｡

-
未
了

-

(

一

橋
大

学
大
学

院

博
士

謀

殺
)

( 9 9 ) 研 究 ノ ー ト
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