
近

代

Ｈ

本

経

済

思

想

史

工

（

近

代

日

本

思

想

史

大

系

６

）

社

会

政

策

論

の

変

遷

▲
守

　

…

●

，

戸

塚

秀

夫



章

幸

号

卜

４

）
ぅ

孫

兵

『

澄

、
へ

め

本

経

お

品

群

史

こ

ス

ぉ

笑

由

、

一

本

さ

そ

）

V_ 1

当

面

の

学

問

的

状

況

任

題

の

所

在

―

―

「
暗

い

　

　

満

洲

事

変

の

勃

発

に

は

じ

ま

り

、

日

華

事

変

の

拡

大

長

期

化

か

ら

大

平

洋

戦

争

に

お

よ

が

十

数

年

間

は

、

谷

問

」

に

お

け

る

例

外

　

　

わ

が

国

の

社

会

科

学

の

歴

史

に

あ

い

て

、

厳

し

い

試

錬

の

時

代

で

あ

っ

た

。

漸

く

日

本

資

本

主

義

の

歴

史

的

現

実

に

ラ

デ

ィ

カ

ル

な

批

判

の

メ

ス

を

入

れ

は

じ

め

た

社

会

科

学

者

た

ち

は

、

現

実

の

体

制

批

判

的

運

動

の

あ

い

つ

ぐ

敗

退

と

い

う

状

況

の

ま

と

で

、

た

か

ま

る

フ

ァ

シ

ズ

ム

の

嵐

を

ま

と

も

に

受

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

か

っ

た

。

彼

ら

は

そ

れ

に

い

か

に

立

ち

向

か

お

う

と

し

た

か

。

あ

る

い

は

ま

た

、

そ

れ

か

ら

い

か

に

待

避

し

よ

う

と

し

た

か

。

お

し

な

べ

て

、

冬

こ

で

は

い

か

な

る

対

応

が

お

こ

な

わ

れ

た

か

。

期

　

さ

ら

に

、

そ

の

よ

う

な

対

応

の

し

か

た

を

規

定

し

た

も

の

は

、
　

一

体

何

で

あ

っ

た

の

か

。

戦

後

の

新

し

い

歴

史

的

状

況

の

も

と

で

、

社

会

敵

　

科

学

の

再

興

を

志

す

場

合

に

、

秘

そ

ら

く

は

避

け

え

な

か

っ

た

は

ず

の

、

こ

う

し

た

点

に

つ

い

て

の

反

省

は

、

今

日

に

い

た

る

ま

で

、

な

非
　
巾
封
わ
年
静
」こ
弗
時
伸
中
い
キ
燕
巾
小
い
却
小
ポ
球
卿
帥
癖
紳
↓
ぁ
ぃ
っ
ぐ
思
想
弾
圧
に
よ
っ
て
会
儀
な
く

一
れ
た
と
こ
ち
の
、
「社
会

　
町

‐

　

　

た

し

か

に

、

狂

気

の

よ

う

な

、

大

き

な

広

が

り

を

も

つ

思

想

弾

圧

が

あ

っ

た

。

著

名

な

思

想

弾

圧

事

件

は

、

そ

の

広

が

り

の

一

角

に

す

社

会

政

策

論

の

変

遷



Vl  社 会政策論の変選

ぎ

な

か

，

た

と

い

え

よ

う

。

し

か

し

、

だ

か

ら

と

い

っ

て

、

社

会

科

学

者

た

ち

が

こ

の

「

暗

い

谷

問

」

の

時

代

を

、

た

だ

「
受

難

の

時

代

」

と

し

て

ふ

り

か

え

り

、

あ

る

い

は

強

い

ら

れ

た

「

家

昧

の

時

代

」

と

し

て

片

づ

け

る

こ

と

は

許

さ

れ

な

い

で

あ

ろ

う

。

先

学

た

ち

の

病

ま

し

い

過

去

の

傷

あ

と

を

物

ず

き

に

つ

つ

こ

う

と

い

う

の

で

は

決

し

て

な

い

。

必

ず

し

も

沈

黙

の

道

を

え

ら

ぶ

こ

と

な

く

、

あ

る

い

は

ま

た

教

壇

か

ら

追

わ

れ

る

こ

と

も

な

く

、

こ

の

困

難

な

時

代

に

お

い

て

吉

問

し

た

先

学

た

ち

の

思

想

と

学

問

の

い

と

な

み

の

跡

は

、

戦

前

の

社

会

科

学

と

社

会

科

学

者

た

ち

の

全

体

像

を

捉

え

る

う

え

で

、

し

た

が

っ

て

ま

た

、

戦

後

の

わ

れ

わ

れ

が

受

け

と

り

え

た

戦

前

の

文

化

遺

産

を

明

ら

か

に

す

る

う

え

で

、

重

要

な

示

唆

を

与

え

る

は

ず

で

あ

る

。

し

か

も

、

社

会

科

学

の

い

く

つ

か

の

分

野

で

は

、

ま

さ

に

こ

の

「

家

味

の

時

代

」

に

、

輝

か

し

い

知

性

の

躍

動

が

み

ら

れ

る

、

と

い

う

例

外

が

あ

っ

た

。

こ

こ

で

と

り

あ

げ

る

社

会

政

策

諭

は

、

そ

う

し

た

例

外

の

一

つ

で

あ

ろ

う

。

戦

後

の

わ

が

国

の

社

会

政

策

論

者

た

ち

は

、

こ

の

時

代

に

構

想

さ

れ

た

社

会

政

策

論

に

対

し

て

一

様

に

高

い

評

価

を

寄

せ

、

そ

の

継

承

・

克

服

を

課

題

と

し

て

意

識

し

た

の

で

あ

っ

た

。

、

こ

れ

は

、

社

会

科

学

の

多

く

の

分

野

の

研

究

者

た

ち

が

、

戦

時

体

制

下

の

学

問

の

「

空

白

」

を

嘆

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

か

っ

た

状

況

に

対

比

し

て

、

か

な

り

異

常

な

こ

と

で

あ

っ

た

、

と

い

う

べ

き

で

あ

ろ

う

。
　

一

体

、

そ

の

異

常

さ

は

い

か

な

る

経

緯

で

生

じ

た

の

か

。

ま

た

、

そ

の

異

常

さ

の

意

味

す

る

も

の

は

何

で

あ

つ

た

の

か

。

も

ち

ろ

ん

、

こ

う

し

た

間

に

対

し

て

、

常

識

的

に

は

、

直

ち

に

答

を

用

意

す

る

こ

と

が

で

き

よ

う

。

い

か

に

「

暗

い

谷

間

」

に

あ

っ

て

も

、

先

学

た

ち

の

学

問

的

良

心

は

根

絶

さ

れ

る

こ

と

は

な

か

っ

た

し

、

そ

こ

で

見

出

さ

れ

た

真

理

は

、

厳

し

い

風

雪

に

耐

え

る

こ

と

が

で

き

た

の

で

あ

る

、

と

。

だ

が

、

こ

れ

は

い

た

っ

て

表

面

的

な

、

形

式

的

な

説

明

で

し

か

な

い

。

問

題

は

そ

の

中

味

で

あ

る

。

そ

も

そ

も

、

い

わ

れ

る

と

こ

ろ

の

学

問

的

良

心

の

灯

は

、

い

か

な

る

問

題

意

識

と

理

論

的

枠

組

に

裏

づ

け

ら

れ

、

媒

介

さ

れ

て

、

新

た

な

理

論

的

業

績

の

な

か

に

体

化

し

え

た

の

で

あ

ろ

う

か

。

そ

れ

は

、

か

の

困

難

な

時

代

の

歴

史

的

現

実

を

い

か

に

捉

え

、

そ

れ

ま

で

の

理

論

上

の

達

成

を

い

か

に

の

り

こ

え

よ

う

と

す

る

努

力

の

産

物

で

あ

っ

た

か

。

そ

こ

に

お

け

る

問

題

意

識

と

理

論

的

枠

組

自

体

に

は

、

か

の

時

代

の

歴

史

的

制

約

が

い

か

な

る

か

た

ち

で

そ

の

影

を

ぉ

と

し

て

い

る

か

。

少

な

く

と

も

こ

う

し

た

点

に

つ

い

て

吟

味

し

て

み

る

必

要

が

あ

ろ

う

。

先

に

会

■

警

想

町

■

ｉ

ｔ



1 当 面の学問的状況

t

|

載

静

――

せ

ふ

れ

た

異

常

さ

の

意

味

を

明

ら

か

に

し

て

い

く

う

え

で

、

そ

れ

は

不

可

欠

の

作

業

で

あ

る

よ

う

に

思

わ

れ

る

。

伝

統

的

社

会

政

　

　

新

た

な

理

論

の

胎

動

は

、

そ

れ

ま

で

の

理

論

的

枠

組

を

も

っ

て

し

て

は

的

確

に

捉

え

が

た

い

よ

う

な

、

新

た

な

歴

策

論

の

衰

預

　

　

史

的

現

実

に

つ

い

て

の

自

党

に

は

じ

ま

る

と

い

っ

て

よ

い

。

昭

和

期

の

準

戦

時

体

制

下

で

、

以

下

と

り

あ

げ

る

斬

新

な

社

会

政

策

論

が

酸

酵

し

は

じ

め

る

過

程

は

、

従

来

の

伝

統

的

な

社

会

政

策

論

の

有

効

性

に

つ

い

て

の

懐

疑

が

、

動

か

し

が

た

い

も

の

と

な

っ

て

く

る

過

程

で

も

あ

っ

た

。

そ

れ

は

萌

芽

的

に

は

、

第

一

次

世

界

大

戦

と

そ

れ

に

つ

づ

く

動

乱

の

時

期

に

す

で

に

暗

示

さ

れ

て

い

た

、

と

い

え

な

か

も

し

れ

な

い

。

戦

後

恐

院

に

は

じ

ま

る

慢

性

的

不

況

の

状

況

の

も

と

で

は

、

し

か

も

、

漸

く

社

会

主

義

思

想

が

無

視

し

が

た

い

影

響

を

も

ち

は

じ

め

、

労

働

運

動

も

ま

た

一

段

と

昂

揚

し

は

じ

め

た

状

況

の

も

と

で

は

、

社

会

的

弱

者

を

倫

理

的

国

家

が

保

護

す

べ

き

で

あ

る

、

と

い

う

伝

統

的

な

社

会

政

策

論

に

固

有

な

発

想

で

は

、

社

会

問

題

を

す

べ

て

処

理

し

う

る

と

は

楽

観

し

が

た

く

な

っ

て

き

、

た

。

疑

義

は

左

右

両

翼

か

ら

だ

さ

れ

た

と

い

う

べ

き

で

あ

ろ

う

。

旧

社

会

政

策

学

会

が

大

正

末

業

に

開

店

休

業

状

態

に

お

ち

い

っ

た

の

は

、

そ

の

意

味

で

象

徴

的

で

あ

る

。

略

和

恐

慌

の

到

来

が

、

そ

う

し

た

疑

義

を

さ

ら

に

つ

よ

め

た

こ

と

は

い

う

ま

で

も

な

い

。

従

来

の

伝

統

的

な

社

会

政

策

論

の

発

想

に

し

た

が

え

ば

、

当

然

手

厚

い

対

策

を

講

ず

べ

き

失

業

、

賃

銀

切

下

げ

、

労

働

災

害

、

疾

病

の

増

加

な

ど

、

深

刻

な

事

態

が

生

じ

て

い

る

こ

と

は

た

し

か

で

あ

る

が

、

経

済

の

沈

滞

、

財

政

上

の

困

窮

の

も

と

で

、

果

し

て

、

こ

れ

ま

で

の

発

想

の

延

長

線

上

で

社

会

政

策

を

お

し

す

す

め

て

い

く

余

地

が

あ

り

う

る

か

。

新

た

な

歴

史

的

現

実

は

、

こ

う

し

た

間

へ

の

回

答

を

せ

ま

っ

た

。

そ

し

て

、

伝

統

的

な

社

会

政

策

論

者

た

ち

に

共

通

な

「

健

全

な

常

識

」

は

、

こ

れ

に

不

定

的

に

こ

た

え

ざ

る

を

え

な

か

っ

た

。

当

面

の

恐

慌

の

克

服

、

国

民

経

済

の

た

て

な

お

し

こ

そ

が

、

社

会

政

策

を

す

す

め

る

た

め

の

「

必

須

条

件

」

で

あ

る

、

と

意

識

さ

れ

た

の

で

あ

る

。

多

く

の

論

者

は

、

従

来

の

伝

統

的

な

社

会

政

策

論

の

前

提

に

あ

っ

た

倫

理

的

価

値

の

客

観

性

、

有

効

性

に

つ

い

て

の

吟

味

、

「

社

会

政

策

の

限

界

」

「

経

済

政

策

の

優

位

」

に

つ

い

て

の

論

議

な

ど

へ

と

向

か

っ

た

の

で

あ

っ

た

。
　

一

九

三

二

（

昭

和

七

）

年

、

協

調

会

が

そ

の

機

関

誌

『

社

会

政

策

時

報

』

公

四

六

号

）

に

　

７７

お

い

て

お

こ

な

っ

た

特

輯

「

社

会

政

策

の

再

検

討

」

は

、

そ

の

動

向

を

よ

く

あ

ら

わ

し

て

い

る

。



こ

の

よ

う

な

文

脈

で

の

「

社

会

政

策

の

再

検

討

」

を

と

お

し

て

、

従

来

の

伝

統

的

な

社

会

政

策

論

が

衰

額

し

て

い

く

こ

と

は

、

必

然

的

傑

　

で

あ

っ

た

。

資

本

主

義

経

済

の

困

難

な

現

実

に

て

ら

し

て

社

会

政

策

の

適

合

性

を

吟

味

し

、

現

存

の

社

会

秩

序

を

基

本

的

に

擁

託

す

る

立

　

弾

輸

　

場

に

た

っ

て

、

経

済

的

に

「

健

全

な

社

会

政

策

」

の

あ

り

か

た

を

探

る

こ

と

、

そ

れ

が

さ

し

当

た

っ

て

の

新

た

な

諭

議

の

方

向

で

あ

っ

た

が

、

鞠

　

そ

れ

は

当

然

、

「

非

常

時

」

に

あ

っ

て

は

経

済

状

態

に

そ

ぐ

わ

ぬ

社

会

政

策

を

採

る

べ

き

で

は

な

い

、

と

い

う

政

策

的

合

み

を

と

も

な

う

・

　

も

の

で

あ

っ

た

。

伝

統

的

な

社

会

政

策

論

者

の

多

く

は

、

少

な

く

と

も

当

分

は

、

社

会

攻

策

の

前

途

に

つ

い

て

悲

観

的

に

な

ら

ざ

る

を

え

Ｖ

　

な

か

っ

た

し

、

ま

た

、

そ

れ

を

や

む

を

え

ぬ

も

の

と

弁

論

せ

ぎ

る

を

え

な

か

っ

た

の

で

あ

る

。

口

華

事

変

か

ら

大

平

洋

戦

争

へ

の

突

入

は

、

こ

う

し

た

動

向

に

決

定

的

な

拍

車

を

か

け

た

と

い

え

よ

う

。

伝

統

的

な

社

会

政

策

論

者

と

し

て

は

、

お

そ

ら

く

は

最

も

強

気

で

あ

っ

た

論

客

の

一

人

と

思

わ

れ

る

北

岡

寿

逸

（

一

八

九

四

↓

も

、
　

一

九

三

九

（

昭

和

一

四

）

年

に

は

、

す

で

に

、

「

我

国

社

会

立

法

の

進

歩

を

念

願

す

る

も

の

に

は

誠

に

堪

へ

ら

れ

ぬ

所

」

で

は

あ

る

が

、

「

此

際

」

は

社

会

政

策

の

後

退

も

や

む

な

し

、

と

弁

じ

は

じ

め

令

戦

時

社

会

政

策

の

ヽ

　

（

１

）

動

向

し

、

さ

ら

に

一

九

四

二

（

昭

和

一

七

）

年

に

は

、

「

民

族

の

興

亡

を

賭

し

た

る

総

力

戦

に

於

て

は

」

「

社

会

政

策

は

生

産

政

策

と

一

致

す

る

限

度

に

於

て

の

み

行

は

れ

る

こ

と

が

望

ま

し

い

」

と

い

う

観

点

に

た

っ

て

、

「

国

民

は

総

て

そ

の

生

活

程

度

を

可

及

的

に

引

下

げ

て

」

生

産

増

強

に

つ

と

め

る

べ

き

で

あ

る

、

と

諭

じ

た

の

で

あ

っ

た

（
『

社

会

政

策

概

〈
記

し

。

伝

統

的

な

社

会

政

策

論

の

凋

落

は

、

も

は

や

お

お

う

べ

く

も

な

か

っ

た

の

で

あ

る

。

社

会

民

主

主

義

的

　

　

　

も

ち

ろ

ん

、

こ

う

し

た

な

か

に

あ

っ

て

、

倫

理

的

価

値

を

実

現

す

る

た

め

の

手

段

と

し

て

政

策

を

提

案

す

る

、

社

会

政

策

論

の

圧

殺

　

　

　

と

い

う

ヽ

伝

統

的

な

発

想

に

よ

り

な

が

ら

も

、

こ

れ

と

は

別

の

方

向

で

、

新

た

な

社

会

政

策

論

を

構

想

し

よ

う

と

し

た

論

者

も

あ

っ

た

。

た

と

え

ば

、

河

合

栄

治

郎

（

一

八

九

一

‐

一

九

四

四

）

で

あ

る

。

彼

は

、

社

会

政

策

の

後

退

を

強

い

る

現

実

の

壁

を

ま

え

に

し

て

、

な

お

、

社

会

政

策

に

託

し

た

倫

理

的

価

値

を

放

葉

す

る

こ

と

な

く

、

む

し

ろ

資

本

主

義

社

会

に

正

面

か

ら

対

決

し

、

そ

の

社

会

秩

序

自

体

の

場

棄

を

せ

ま

る

方

向

で

、

新

た

に

社

会

政

策

を

位

置

づ

け

よ

う

と

試

み

た

の

で

あ

っ

た

。

社

会

政

策

の

目

的

が

、

経

済

政

策

と

は

別

個

の

、

独

自

の

倫

理

的

な

性

格

の

も

の

で

あ

る

以

上

、

倫

理

的

価

値

の

尊

厳

を

自

党

す

る

人

間

は

、

こ

れ

ま

で

の

社

会

改

瑠

と

ど

最



1 当 面の学問的状況

待

雑

幡

ど

良

主

義

の

立

場

に

と

ど

ま

る

こ

と

な

く

、

社

会

民

主

主

義

の

立

場

に

た

っ

て

「

資

本

主

義

に

対

す

る

真

正

の

改

革

」

に

と

り

く

む

こ

と

が

必

要

で

あ

り

、

そ

の

改

革

運

動

の

プ

ロ

セ

ス

で

社

会

攻

策

を

位

置

づ

け

る

べ

き

で

あ

る

、

と

い

う

０

が

そ

の

主

張

の

要

点

で

あ

っ

た

Ｇ

社

会

政

策

感

理

し

。

こ

う

し

た

主

張

が

、

「

私

有

的

経

済

組

織

の

維

持

」

を

至

上

の

前

提

と

し

て

い

た

伝

統

的

な

社

会

政

策

論

自

体

へ

の

、

重

大

な

反

逆

で

あ

っ

た

こ

と

は

い

う

ま

で

も

あ

る

ま

い

。

そ

れ

は

、

伝

統

的

な

社

会

政

策

論

者

の

限

か

ら

み

れ

ば

、

「

社

会

主

義

の

軍

門

に

降

る

」

裏

切

り

に

他

な

ら

な

か

っ

た

の

で

あ

る

。

し

か

も

、

こ

う

し

た

反

逆

の

試

み

は

、

そ

れ

を

め

ぐ

る

学

問

的

論

議

が

十

分

に

お

こ

な

わ

れ

ぬ

ま

ま

に

、

フ

ァ

シ

ズ

ム

の

嵐

に

よ

っ

て

圧

穀

さ

れ

て

し

ま

っ

た

。

す

で

に

、
　

一

九

二

六

（
昭

和

一

じ

年

の

コ

ム

・

ア

カ

デ

ミ

ー

事

件

、

翌

年

の

矢

内

原

事

件

、

さ

ら

に

翌

々

年

の

第

二

次

人

民

戦

線

事

件

な

ど

を

へ

て

、

学

界

内

部

に

ま

で

ひ

ろ

が

っ

て

き

た

思

想

弾

圧

の

波

は

、

つ

い

、

に

、

議

会

主

義

を

堅

持

す

る

穏

健

な

社

会

民

主

主

義

的

学

者

に

ま

で

及

ん

だ

の

で

あ

る

。
　

一

九

三

八

（
昭

和

〓

３

年

、

河

合

の

『

社

会

政

策

原

理

』

そ

の

他

の

著

書

は

発

姿

処

分

を

う

け

、

つ

い

で

彼

自

身

も

大

学

の

教

垣

か

ら

追

わ

れ

た

。

結

局

の

と

こ

ろ

、

河

合

の

試

み

は

、

社

会

民

主

主

義

的

な

社

会

政

策

論

を

具

体

化

し

う

る

だ

け

の

、

強

力

な

運

動

主

体

が

す

で

に

久

け

て

い

る

状

況

の

も

と

で

、

根

の

な

い

理

想

の

徒

花

と

し

て

摘

み

と

ら

れ

た

の

で

あ

っ

た

。

い

ず

れ

に

せ

よ

、

戦

時

体

制

へ

の

突

入

に

と

も

な

っ

て

、

従

来

の

伝

統

的

な

社

会

政

策

論

が

、

そ

れ

へ

の

反

逆

形

態

を

も

合

め

て

、

厳

し

い

歴

史

的

現

実

に

挑

む

社

会

的

共

鳴

層

を

も

ち

え

ぬ

ま

ま

に

、

凋

落

の

一

途

を

た

ど

っ

た

こ

と

は

明

ら

か

で

あ

ろ

う

。

当

時

の

気

鋭

の

学

者

た

ち

の

ま

え

に

あ

っ

た

学

問

状

況

は

、

お

よ

そ

以

上

の

よ

う

な

昏

逃

だ

っ

た

の

で

あ

る

。

＊

（

１

）

北

岡

寿

逸

「

戦

時

社

会

政

策

の

動

向

」

『

社

会

政

策

時

報

』

三

二

七

号

、
　

一

九

二

九

年

八

月

。

一

九

四

二

年

。

　

　

（

３

）

河

合

栄

治

郎

『

社

会

政

策

原

理

』

日

本

評

論

社

、
　

一

九

二

十

年

。

（

２

）

北

岡

寿

逸

『

社

会

政

策

概

論

』

有

斐

閣

、



V l  社 会政策論の変選

模

索

の

方

向

発

条

と

し

て

の

　

　

　

メ
」

ぅ

し

た

昏

逃

か

ら

脱

し

よ

う

と

す

る

新

た

な

学

者

た

ち

の

試

み

は

、

さ

し

当

た

っ

て

ま

ず

、

従

来

の

伝

統

的

「
没

価

値

世

」

諭

　

　

な

社

会

政

策

論

者

た

ち

の

発

想

の

基

本

的

性

格

自

体

を

疑

う

こ

と

か

ら

は

じ

め

ら

れ

た

、

と

い

う

べ

き

で

あ

ろ

う

か

。

そ

れ

ま

で

の

社

会

政

策

論

の

大

部

分

は

、

右

に

ふ

れ

た

よ

う

な

反

逆

的

な

形

態

を

も

含

め

て

、

倫

理

的

価

値

基

準

に

て

ら

し

て

の

社

会

問

題

の

解

決

策

の

提

案

を

、

そ

の

固

有

の

課

題

と

し

て

意

識

し

て

き

た

の

で

あ

る

が

、

そ

こ

で

は

な

お

、

そ

の

よ

う

な

課

題

が

、

い

か

に

し

て

学

と

し

て

の

社

会

政

策

論

の

課

題

た

り

う

る

か

、

と

い

う

問

題

は

、

深

く

問

わ

れ

て

い

な

か

っ

た

と

い

っ

て

よ

い

。

昏

迷

の

時

期

に

深

め

ら

れ

た

思

想

史

的

研

究

、

と

り

わ

け

古

典

的

社

会

政

策

論

の

発

祥

地

ド

イ

ツ

の

社

会

政

策

思

想

史

に

つ

い

て

の

精

密

な

研

究

は

、

ま

さ

に

そ

の

点

に

つ

い

て

の

反

省

が

、

科

学

的

な

社

会

政

策

論

を

き

り

ひ

ら

い

て

い

く

う

え

で

の

大

前

捉

で

あ

る

こ

と

を

明

ら

か

に

す

る

も

の

で

あ

っ

た

。
　

一

九

三

一

（

昭

和

一
〇

年

の

米

取

貯

ギ

身

（

一

九

〇

五

も

の

議

丸

に

は

、

社

会

政

策

に

つ

い

て

の

恣

意

的

な

解

釈

に

も

と

づ

く

政

策

提

案

が

ど

れ

ほ

ど

の

客

観

性

を

も

ち

う

る

か

、

と

い

う

点

に

つ

い

て

の

執

勤

な

反

省

を

発

条

と

し

て

、

従

来

の

支

配

的

な

社

会

政

策

論

か

ら

訣

別

し

よ

う

と

す

る

志

向

が

貫

か

れ

て

い

る

。

い

う

ま

で

も

な

く

、

そ

こ

で

強

く

意

識

さ

れ

て

い

た

の

は

、

謡

壇

社

会

主

義

者

た

ち

へ

の

マ

ッ

ク

ス

・

ウ

ェ

ー

バ

ー

（
〓

召

３

ｏ
じ

の

批

判

、

「

没

価

値

性

」

論

と

、

そ

れ

以

降

の

学

問

状

況

で

あ

っ

た

。

が

、

大

河

内

の

志

向

し

た

も

の

は

、

ウ

ェ

ー

バ

ー

の

問

題

提

起

以

降

の

ド

イ

ツ

社

会

政

策

論

史

の

、

日

本

に

お

け

る

再

現

で

は

あ

り

え

捻

か

っ

た

。

す

で

に

、

ド

イ

ツ

で

の

そ

の

後

の

経

緯

は

、

ウ

ェ

ー

バ

ー

以

降

の

多

く

の

論

者

が

、

「

ウ

ェ

ー

バ

ー

的

方

法

論

批

判

の

一月

の

上

に

乗

り

」

な

が

ら

、

「

キ

と

し

て

の

社

会

政

策

」

の

粉

飾

の

も

と

に

、

「
全

体

利

益

」

を

強

詞

す

る

新

た

な

階

級

協

調

論

へ

の

道

を

た

ど

っ

て

い

っ

た

こ

と

を

明

示

し

て

い

た

。

ま

た

、

他

面

、

社

会

政

策

を

資

本

主

義

的

秩

序

の

「

漸

次

的

破

壊

の

た

め

の

方

策

」

と

捉

え

よ

う

体

Ｅ

Ｅ

Ｆ

い



2 模 索 の 方 向

簿

辱

母

増

と

し

た

、

社

会

民

！
主

主

義

的

社

会

政

策

論

が

、

社

会

政

策

の

効

果

に

対

す

る

コ

不

当

の

信

頼

」

「
過

重

な

評

価

」

に

お

ち

い

っ

た

も

の

で

あ

る

こ

と

も

、

第

一

次

世

界

大

戦

後

の

歴

史

的

経

緯

を

と

お

し

て

、

す

で

に

明

ら

か

と

な

っ

て

い

た

（
「
概

念

構

成

を

通

じ

て

み

た

る

社

会

政

策

の

変

（
麗

し

。

因

み

に

、
　

一

九

二

四

（

昭

和

九

）

年

に

は

、

ド

イ

ツ

の

社

会

民

主

主

義

的

社

会

政

策

論

の

崩

壊

過

程

自

体

に

つ

い

て

の

、

服

靴

難

対

時

企

八

九

九

‐

一

九

一
ハ

五

）

に

よ

る

詳

細

な

研

究

も

ま

と

め

ら

れ

て

い

た

（
「

独

逸

社

会

民

主

主

義

的

社

会

政

策

論

の

崩

壊

過
（

配

し

。

む

し

ろ

、

新

た

な

社

会

政

策

論

を

棋

索

す

る

論

者

た

ち

の

間

で

は

、

ウ

ェ

ー

バ

ー

以

降

の

ド

イ

ツ

の

敷

を

ふ

む

こ

と

は

、

許

さ

れ

ぬ

も

の

と

し

て

意

識

さ

れ

て

い

た

、

と

い

っ

て

よ

い

で

あ

ろ

う

。

分

析

的

‘

批

判

的

　

　

　

で

は

、

新

た

な

社

会

政

策

論

は

、

い

か

な

る

方

向

で

構

想

さ

れ

よ

う

と

し

た

か

。

右

に

ふ

れ

た

処

女

論

文

を

社

会

政

策

論

の

構

想

　

　

合

め

て

、

初

期

の

大

河

内

の

諸

論

文

で

は

、

次

の

よ

う

に

泥

え

ら

れ

て

い

た

。

す

な

わ

ち

、

社

会

攻

策

が

「

倫

理

的

な

要

請

そ

の

他

の

経

済

外

的

動

機

」

か

ら

で

は

な

く

、

「

最

も

現

実

的

な

、

調

は

ば

経

済

的

動

機

か

ら

出

発

」

し

て

い

る

と

い

う

関

係

を

分

析

す

る

こ

と

、

社

会

政

策

を

「

資

本

主

義

社

会

の

矛

盾

の

、

両

し

て

同

時

に

ま

た

そ

の

矛

盾

の

克

服

へ

の

努

力

の

資

本

主

義

的

表

現

と

し

て

把

握

」

し

て

、

「

止

む

を

え

ぎ

る

害

悪

」

Ｌ

し

て

の

社

会

政

策

の

「

現

実

の

二

律

背

反

の

解

剖

と

批

判

」

を

お

こ

な

う

こ

と

、

そ

こ

に

こ

そ

「

学

と

し

て

の

社

会

政

策

」

の

本

来

の

課

題

が

あ

る

、

と

。

そ

こ

で

は

、

社

会

攻

策

に

つ

い

て

の

観

念

的

な

解

釈

に

よ

っ

て

、

あ

る

べ

き

社

会

政

策

を

提

案

す

る

こ

と

で

は

な

く

、

「

存

在

す

る

も

の

を

克

明

に

分

析

す

べ

き

」

こ

と

、

よ

り

具

体

的

に

い

え

ば

、

社

会

政

策

が

「

現

存

社

会

に

於

け

る

一

つ

の

必

須

の

制

度

」

た

る

根

拠

を

明

ら

か

に

し

、

そ

の

「

立

法

体

系

の

効

果

」

「

そ

の

内

容

の

被

る

制

度

的

制

限

を

見

極

む

る

こ

と

」

が

、

主

要

な

課

題

と

し

て

意

識

さ

れ

た

の

で

あ

る

。

も

ち

ろ

ん

、

こ

の

よ

う

な

課

題

設

定

に

対

し

て

、

た

だ

ち

に

全

面

的

な

解

答

が

与

え

ら

れ

た

わ

け

で

は

な

い

。

が

、

そ

の

設

間

の

仕

方

自

体

の

な

か

に

、

解

容

の

基

本

的

枠

組

は

す

で

に

あ

る

程

度

ま

で

暗

示

さ

れ

て

い

た

と

い

っ

て

よ

い

。

そ

れ

は

ま

ず

、

社

会

政

策

上

の

実

践

を

、

Ｅ

定

の

経

済

的

乃

至

そ

の

上

に

立

っ

て

の

階

級

関

係

の

集

中

的

表

現

」

と

し

て

捉

え

よ

う

と

す

る

枠

組

で

あ

っ

た

。

し

た

が

っ

て

、

社

会

政

策

が

「

現

存

社

会

に

お

け

る

一

つ

の

必

須

の

制

度

」

と

し

て

成

立

す

る

根

拠

は

、

「

資

本

主

義

社

会

そ

の

も

の

の

本

質

」

か

ら

と

品

経

む
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か

れ

る

べ

き

も

の

と

さ

れ

て

い

た

。

ま

た

、

社

会

攻

策

の

「

制

度

的

制

限

」

に

つ

い

て

は

、

社

会

政

策

に

よ

る

労

働

者

階

級

の

生

活

状

態

　

ｚ

の

維

持

・

改

善

も

、

「
与

へ

ら

れ

た

法

秩

序

の

わ

く

」

の

な

か

で

、

「
制

度

的

秩

序

維

持

」

な

ぃ

「

労

働

者

層

の

秩

序

へ

の

同

化

」

な

り

の

　

車

手

段

と

し

て

お

こ

な

わ

れ

な

に

す

ぎ

ぬ

、

と

い

う

違

関

が

く

，

返

し

指

摘

さ

れ

て

い

た

。

当

初

の

大

河

内

に

と

っ

て

は

、

「

現

存

秩

序

」

の

も

と

で

の

「

社

会

政

策

の

限

界

」

を

強

調

す

る

こ

と

に

、

最

大

の

関

心

が

あ

っ

た

よ

う

に

思

わ

れ

る

（
前

掲

論

文

お

よ

び

「
社

会

政

策

の

限

界

の

問

題

●

姑

苺

し

。

そ

れ

は

、

資

本

主

義

社

会

自

体

へ

の

ラ

デ

ィ

カ

ル

な

批

判

に

も

と

づ

い

て

、

現

実

の

社

会

政

策

の

限

界

を

き

わ

め

、

従

来

の

九

百

の

社

会

政

策

提

案

の

学

を

根

底

か

ら

く

つ

が

え

そ

う

と

す

る

志

向

を

も

つ

も

の

で

あ

り

、
　

一

言

に

し

て

い

え

ば

、

分

析

的

・

批

判

的

社

会

政

策

論

の

構

想

と

い

う

べ

き

も

の

で

あ

っ

た

。

囚

み

に

、

こ

の

よ

う

な

論

議

の

展

開

を

導

い

た

赤

い

糸

が

唯

物

史

観

で

あ

っ

た

こ

と

は

、

お

そ

ら

く

間

違

い

な

い

Ｌ

こ

ろ

で

あ

ろ

う

。

こ

　

Ｌ

こ

ろ

一

、

こ

の

よ

う

な

問

題

の

た

て

か

た

は

、

わ

が

国

の

社

会

政

策

論

史

に

お

い

て

、

た

し

か

に

画

期

的

な

意

義

を

も

つ

も

の

で

あ

っ

た

が

、

以

降

の

社

会

政

策

論

は

、

順

調

に

こ

の

方

向

で

発

展

し

て

い

っ

た

ゎ

け

で

は

な

い

。

も

し

も

右

に

み

た

よ

う

な

論

議

が

、

そ

の

後

も

こ

れ

と

全

く

同

じ

方

向

で

す

す

め

ら

れ

て

い

っ

た

Ｌ

す

れ

ば

、

こ

の

新

た

な

社

会

政

策

論

も

、

お

そ

ら

く

は

か

の

社

会

民

主

主

義

的

な

社

会

政

策

論

と

同

じ

く

、

少

な

く

と

も

フ

ァ

シ

ズ

ム

の

嵐

の

も

と

で

は

、

沈

黙

を

余

儀

な

く

さ

れ

て

い

っ

た

に

違

い

な

い

。

が

、

現

実

に

は

、

論

議

の

方

向

自

外

に

、

意

味

深

長

な

変

更

が

加

え

ら

れ

た

。

か

り

に

、

論

者

自

身

が

そ

の

変

更

を

自

党

せ

ぬ

ま

ま

に

、

真

理

が

時

代

の

風

雪

に

耐

え

た

と

自

負

し

て

い

よ

う

と

も

、

わ

れ

わ

れ

と

し

て

は

、

厳

し

い

風

雪

に

耐

え

る

た

め

に

論

者

が

新

た

に

つ

け

加

え

ん

と

し

た

理

論

的

装

置

、

さ

ら

に

い

え

ば

、

そ

の

な

か

で

そ

の

理

論

自

体

が

う

け

た

傷

あ

と

に

眼

を

ふ

さ

い

で

は

な

ら

な

い

で

あ

ろ

う

。

＊

（

１

）

大

河

内

一

男

年

一

月

）

所

収

。

所

収

。

　

　

（

３

）

「

概

念

構

成

を

通

じ

て

み

た

る

社

会

政

策

の

変

避

」

『

経

済

学

論

集

』

第

一

巻

九

，

（

一

九

二

一

年

一

二

月

）

、

第

二

巻

一

，

（

一

九

三

二

（

２

）

脱

部

英

太

郎

「

独

逸

社

会

民

主

主

義

的

社

会

政

策

論

の

崩

壊

過

程

」

、

東

北

帝

国

大

学

法

文

学

部

『

十

周

年

記

念

経

済

読

集

」

前

掲

大

河

内

論

文

、

お

ょ

び

両

「

社

会

政

策

の

限

界

の

問

題

に

就

て

」

『

社

会

政

策

時

報

」

一

四

六

号

、
　

一

九

三

二

年

一

一

月

。



`  斬 新 な社会政策論

盆

Ｔ

ｌ

■

ど

辞

子

督

じ

３

　

斬

新

な

社

会

政

策

論

体

系

化

に

と

も

な

　

　

　

さ

て

、
　

一

九

三

一

、

三

二

（
昭

和

六

、

七

）

年

に

発

表

さ

れ

た

諸

論

文

に

お

い

て

、

以

上

の

よ

う

な

分

析

的

・

批

う

修

正

・

発

展

　

　

判

的

社

会

政

策

論

の

構

想

を

提

示

し

た

大

河

内

一

男

は

、
　

一

九

三

三

（
昭

和

八

）

年

頃

か

ら

三

七

（

昭

和

言

じ

年

に

か

け

て

、

の

ち

に

大

河

内

理

論

と

し

て

注

目

さ

れ

る

斬

新

な

社

会

政

策

論

を

体

系

化

し

て

い

っ

た

。

そ

の

体

系

化

の

過

程

は

、

た

し

か

に

一

面

で

は

、

当

初

の

構

想

に

し

た

が

う

理

論

的

発

展

の

過

程

で

あ

っ

た

が

、

他

面

で

は

ま

た

、

そ

の

構

想

自

体

に

対

し

て

、

微

妙

な

、

し

か

し

重

要

な

修

正

が

加

え

ら

れ

て

い

く

過

程

で

も

あ

っ

た

。

こ

こ

で

は

、

そ

の

修

正

の

意

味

を

問

う

こ

と

が

重

要

で

あ

ろ

う

。

理

論

的

内

容

に

即

し

て

い

う

な

ら

ば

、

そ

れ

は

、

社

会

政

策

の

本

質

を

資

本

制

社

会

の

本

質

か

ら

Ｌ

き

お

こ

し

、

そ

の

資

本

制

的

制

度

た

る

所

以

を

解

明

し

よ

う

と

す

る

に

当

た

っ

て

、

社

会

政

策

の

成

立

根

拠

を

、

何

よ

り

も

ま

ず

、

資

本

制

社

会

に

と

っ

て

の

経

済

的

合

理

性

と

い

う

観

点

か

ら

捉

え

よ

う

と

す

る

枠

組

が

提

示

さ

れ

た

こ

と

に

か

か

わ

っ

て

い

る

。

こ

の

枠

組

に

お

い

て

は

、

社

会

政

策

が

資

本

制

社

会

に

と

っ

て

必

然

的

・

合

理

的

で

あ

る

所

以

は

、

ま

ず

も

っ

て

、

労

働

力

保

全

策

の

経

済

的

必

然

は

、

産

業

的

合

理

性

と

し

て

捉

え

ら

れ

る

べ

き

も

の

と

さ

れ

た

。

資

本

制

社

会

に

お

い

て

も

、

国

民

経

済

が

順

調

に

，

続

・

発

展

し

て

い

く

た

め

に

は

、
　

一

定

の

質

・

量

の

労

働

力

の

順

当

な

再

生

産

が

必

然

的

に

要

請

さ

れ

る

の

で

あ

っ

て

、

そ

れ

は

、

個

別

資

本

の

労

働

力

に

対

す

る

濫

奪

を

抑

制

す

る

国

家

の

社

会

政

策

的

行

為

を

と

お

し

て

は

じ

め

て

可

能

と

な

る

、

Ｌ

い

う

の

が

そ

の

骨

子

で

あ

っ

た

（
「
労

働

保

護

立

法

の

理

論

に

就

て

」

「
社

会

政

策

の

形

而

上

学

」

０

は

∝

）
。

も

ち

ろ

ん

、

こ

の

よ

う

な

枠

組

は

、

社

会

政

策

を

資

本

制

社

会

そ

の

も

の

の

本

質

か

ら

と

き

あ

か

そ

う

と

し

て

い

る

限

り

に

お

い

て

、
　

　

的

当

初

の

大

河

内

の

理

論

の

延

長

線

上

に

あ

り

、

そ

の

発

展

と

み

な

し

う

る

も

の

で

あ

っ

た

。

が

、

同

時

に

、

こ

の

新

た

な

枠

組

で

は

ヽ

資
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本

制

経

済

の

運

動

法

則

と

近

代

国

家

の

社

会

政

策

と

の

関

連

に

つ

い

て

、

そ

れ

ま

で

に

は

な

か

っ

た

独

特

な

捉

え

か

た

が

提

示

さ

れ

て

い

　

４

る

こ

Ｌ

も

た

し

か

で

あ

っ

た

。

そ

れ

は

、

当

初

の

理

論

的

枠

組

か

ら

数

歩

は

み

で

る

発

展

で

あ

っ

た

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

．

さ

し

当

た

っ

て

ま

ず

、

こ

の

よ

う

な

理

論

的

枠

組

に

託

さ

れ

た

論

者

の

問

題

関

心

自

体

の

変

化

、

少

な

く

と

も

そ

の

強

調

点

の

変

化

に

注

意

す

べ

き

で

あ

ろ

う

。

単

刀

直

入

に

い

っ

て

、

当

初

の

大

河

内

の

枠

組

に

あ

っ

て

は

、

社

会

政

策

の

資

本

制

的

な

限

界

を

強

調

す

る

こ

と

に

力

点

が

お

か

れ

て

い

た

の

に

対

し

て

、

こ

こ

で

は

む

し

ろ

、

社

会

政

策

の

歴

史

的

進

歩

性

を

強

調

す

る

方

向

へ

と

力

点

が

移

動

し

は

じ

め

て

い

る

よ

う

に

思

わ

れ

る

。

す

る

わ

ち

、

こ

の

新

た

な

枠

組

に

お

い

て

は

、

社

会

政

策

の

資

本

制

的

限

界

を

前

提

し

な

が

ら

で

は

あ

る

が

、

そ

れ

が

資

本

制

経

済

の

高

度

化

、

社

会

的

生

産

力

の

増

進

を

促

す

と

い

う

意

味

に

お

い

て

、

さ

ら

に

は

、

組

織

的

反

抗

を

な

し

う

る

よ

う

な

、

社

会

的

存

在

者

と

し

て

の

労

働

者

の

成

熱

を

も

た

ら

す

と

い

う

意

味

に

お

い

て

、

重

要

な

歴

史

的

進

歩

性

を

も

つ

こ

と

が

強

調

さ

れ

て

い

る

。

い

う

ま

で

も

な

く

、

こ

の

よ

う

な

捉

え

か

た

は

、

わ

が

国

の

社

会

政

策

を

、

日

本

資

本

主

義

の

構

造

的

特

質

に

規

定

さ

れ

た

異

常

な

も

の

と

し

て

、

つ

ま

り

、

「
厳

密

な

る

意

味

で

の

社

会

政

策

」

と

は

異

な

る

も

の

と

し

て

、

批

判

的

に

捉

え

よ

う

と

す

る

観

点

と

つ

な

が

っ

て

い

た

。

こ

こ

で

は

、

わ

が

国

の

社

会

政

策

の

貧

困

、

日

本

的

な

「

社

会

政

策

Ｌ

し

て

の

福

利

施

設

」

な

ど

が

、

「

社

会

政

策

の

真

実

の

発

展

方

向

」

よ

り

み

て

明

ら

か

に

「

反

動

的

性

格

」

を

も

つ

も

の

で

あ

る

、

と

さ

れ

、

そ

れ

は

日

本

資

本

主

義

の

特

殊

型

の

矛

盾

を

表

現

す

る

も

の

で

あ

る

、

Ｌ

捉

え

ら

れ

て

い

た

（
「
社

会

政

策

と

福

利

施

設

」

「
社

会

政

党

の

節

（
紀

し

。

こ

の

よ

う

な

枠

組

の

展

開

に

と

も

な

っ

て

、

こ

の

論

者

の

主

要

な

問

題

関

心

は

、

日

本

資

本

主

義

の

特

殊

型

の

揚

案

、

そ

の

正

常

型

へ

の

転

化

、

つ

ま

り

は

、

日

本

資

本

主

義

の

近

代

化

を

希

求

す

る

方

向

へ

と

向

か

っ

て

い

っ

た

、

と

い

う

べ

き

で

あ

ろ

う

。

そ

れ

は

、

先

に

ふ

れ

た

よ

う

な

、

当

初

の

大

河

内

の

諸

論

稿

に

み

ら

れ

た

問

題

意

識

と

対

比

す

る

と

き

、

注

目

す

べ

き

変

化

で

あ

っ

た

よ

う

に

思

わ

れ

る

。

と

こ

ろ

で

、

こ

の

よ

う

な

変

化

は

、

さ

し

当

た

っ

て

は

、

当

時

の

日

本

の

歴

史

的

現

実

と

こ

の

諭

者

が

き

り

結

ん

で

い

た

Ｌ

こ

ろ

の

、

緊

振

関

係

の

地

緩

を

意

味

す

る

も

の

で

は

な

か

っ

た

。

む

し

ろ

そ

の

逆

で

あ

っ

た

、

と

い

う

べ

き

か

も

し

れ

な

い

。

戦

時

体

制

へ

と

突

入

日

本

資

本

主

義

批

判

へ

の

接

近

|

|
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のかまえ

―

〓

〔

こ

で

感

し

て

い

く

こ

の

時

期

に

お

い

て

、

大

河

内

が

意

識

し

て

い

た

課

題

は

、

ド

イ

ッ

社

会

政

策

思

想

史

の

吟

味

か

ら

、

日

本

資

本

主

義

自

体

の

批

判

的

考

察

へ

と

、

数

歩

接

近

し

て

い

く

こ

と

で

ぁ

っ

た

。

事

実

、

彼

の

こ

の

時

期

の

諸

論

稿

に

は

、

日

本

資

本

主

義

の

全

体

像

と

し

て

は

、

か

の

『

日

本

資

本

主

義

発

達

史

講

座

』

全

九

三

二

上

二

年

）

に

お

け

る

主

要

な

業

績

を

前

提

し

な

が

ら

、

「

社

会

政

策

に

お

け

る

日

本

的

な

る

も

の

」

を

、

日

本

資

本

主

義

の

特

殊

的

構

造

と

の

連

関

で

捉

え

よ

う

と

す

る

視

角

が

一

貫

し

て

い

た

。

そ

こ

で

は

、

わ

が

国

の

劣

悪

な

労

働

者

状

態

の

改

善

は

、

戦

時

体

制

へ

の

突

入

に

と

も

な

っ

て

具

体

化

し

て

き

た

社

会

事

業

的

な

諸

政

策

や

、

「

社

会

政

策

的

に

偽

装

さ

れ

た

福

利

施

設

」

の

強

化

な

ど

に

よ

っ

て

は

可

能

で

は

な

く

、

た

だ

、

日

本

資

本

主

義

の

特

殊

的

構

造

自

体

を

止

揚

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

の

み

可

能

で

あ

る

、

と

す

る

ラ

デ

ィ

カ

ル

な

捉

え

か

た

が

示

唆

さ

れ

て

い

た

。

米

（

１

）

大

河

内

一

男

「

労

働

保

護

立

法

の

理

論

に

就

て

」

『

経

済

学

論

集

』

第

二

巻

一

一

号

、

一

九

二

三

年

一

一

月

。

同

「

社

会

政

策

の

形

市

上

学

―

―

一

ド

ウ

ア

ル

ー

・

ハ

イ

マ

ン

の

社

会

政

策

論

を

評

す

０

０

０

１

１

」

『

経

済

学

読

集

』

第

七

巻

五

，

（

一

九

二

七

年

二

月

）

、
　

〓

一
号

（

一

九

二

七

年

十

二

月

）

。

（

２

）

大

河

内

一

男

「

社

会

政

策

と

福

利

施

設

」

『

経

済

学

論

集

』

第

六

巻

七

，

、
　

一

九

二

六

年

七

月

。

同

「

社

会

政

策

の

節

約

―

―

社

会

事

業

へ

の

進

展

と

鉱

山

掟

害

―

―

」

『

千

国

大

学

新

聞

』

一

九

二

六

年

一

二

月

七

日

。

４

　

日

本

資

本

主

義

批

判

の

か

ま

え

だ

が

、

そ

れ

な

ら

ば

、

こ

資

本

制

経

済

に

お

け

る

「

合

理

」

と

「

非

合

理

」

　

す

る

方

途

に

つ

い

て

は

、

い

か

な

る

政

策

上

の

合

み

を

も

つ

も

の

で

あ

っ

た

か

。

の

新

新

な

社

会

政

策

論

に

お

い

て

、

日

本

資

本

主

義

の

特

殊

的

祷

造

自

体

を

止

揚

い

か

な

る

捉

え

か

た

が

な

さ

れ

て

い

た

か

。

か

の

枠

組

は

、

そ

の

点

に

つ

い

て

、

そ

こ

に

な

お

、

立

入

っ

て

考

察

す

べ

き

問

題

が

あ

る

。
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先

に

ふ

れ

た

よ

う

に

、

こ

の

斬

新

な

社

会

政

策

論

の

枠

組

で

は

、

「

資

本

制

生

産

の

死

活

条

件

」

と

し

て

の

労

働

力

の

世

代

的

再

生

産

、

「

労

働

力

に

関

す

る

資

本

主

義

的

自

然

律

の

平

準

的

機

能

」

は

、

社

会

政

策

と

い

う

国

家

の

強

制

力

を

と

お

し

て

は

じ

め

て

可

能

と

な

る

、

と

捉

え

ら

れ

て

い

た

の

で

あ

る

が

、

こ

の

よ

う

な

枠

組

に

あ

っ

て

は

、

ま

ず

、

「

本

来

の

資

本

制

経

済

」

な

う

「

合

理

的

な

資

本

主

義

」

な

り

が

、

当

面

の

到

達

目

標

と

し

て

位

置

づ

け

ら

れ

て

い

た

こ

と

に

注

意

す

べ

き

で

あ

ろ

う

。

す

な

わ

ち

、

資

本

制

経

済

は

、

労

働

力

の

再

生

産

が

た

だ

「

自

生

的

な

い

し

原

生

的

な

方

法

」

で

、

い

わ

ば

「

井

合

理

的

な

仕

方

」

で

遂

行

さ

れ

て

い

る

か

、

そ

れ

と

も

、

労

働

力

の

「

平

準

的

な

再

生

産

」

を

可

能

に

す

る

よ

う

な

、

「

合

理

的

な

配

慮

」

を

も

っ

て

遂

行

さ

れ

て

い

る

か

、

に

よ

っ

て

、

つ

ま

り

、

労

働

力

充

用

上

の

合

理

性

の

有

無

に

よ

っ

て

、

資

本

制

的

に

非

合

理

的

な

そ

れ

と

、

合

理

的

な

そ

れ

と

に

裁

然

Ｌ

区

分

さ

れ

て

い

た

。

そ

し

て

、

い

う

ま

で

も

な

く

、

後

者

の

進

歩

性

を

強

調

す

る

こ

と

に

力

点

が

お

か

れ

て

い

た

。

生

産

力

の

順

調

な

発

展

も

、

後

者

の

場

合

に

の

み

期

待

し

う

る

こ

と

と

さ

れ

た

の

で

あ

る

。

し

か

も

、

そ

の

よ

う

な

「

本

来

の

資

本

制

経

済

」

な

す

、

「

合

理

的

な

資

本

主

義

」

な

り

は

、

資

本

主

義

の

「

内

を

的

欲

求

」

を

実

現

す

る

「

合

理

的

、

悟

性

的

手

段

」

と

し

て

の

、

国

家

の

社

会

政

策

に

よ

っ

て

の

み

実

現

さ

れ

る

べ

き

も

の

と

捉

え

ら

れ

て

い

た

。

資

本

制

経

済

の

順

調

な

発

展

に

と

っ

て

必

要

不

可

欠

な

「

労

働

力

の

順

当

な

保

全

」

は

、

個

別

資

本

の

盲

目

的

な

利

潤

追

求

を

放

在

す

る

こ

と

な

く

、

国

家

が

社

会

政

策

に

よ

っ

て

、

「

合

理

的

」

「

悟

性

的

」

に

そ

れ

を

規

制

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

は

じ

め

て

可

能

と

な

る

の

で

あ

っ

て

、

国

家

が

そ

の

国

民

経

済

の

順

調

な

発

展

、

生

産

力

の

拡

充

を

追

求

す

る

場

合

に

は

、

た

と

え

労

働

運

動

の

圧

力

が

な

く

と

も

、

国

家

は

そ

の

よ

う

な

社

会

政

策

を

必

然

的

に

採

ら

ぎ

る

を

え

ぬ

、

と

さ

れ

た

の

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

な

枠

組

が

構

想

さ

れ

て

い

っ

た

の

が

、
　

一

方

で

は

、

日

本

の

戦

前

の

フ

ァ

シ

ズ

ム

が

ほ

ぼ

完

上

か

ら

の

近

代

化

へ

の

期

待

　

　

成

に

近

づ

き

、

日

本

資

本

主

義

の

特

殊

的

構

造

を

下

か

ら

変

革

す

る

主

体

が

お

し

つ

ぶ

さ

れ

て

し

ま

う

と

同

時

に

、

他

方

で

は

、

戦

争

へ

の

全

面

的

突

入

を

ま

え

に

、

重

化

学

工

業

を

軸

に

す

る

生

産

力

増

強

が

国

策

と

さ

れ

、

そ

の

た

め

の

労

働

力

の

質

・

量

的

な

確

保

が

重

要

な

政

策

上

の

課

題

Ｌ

し

て

意

識

さ

れ

て

く

る

よ

う

な

、

特

異

な

歴

史

的

状

況

に

お

い

て

で

あ

っ

た

、

と

モ

ー

■

ヽ

ｆ

ｌ

せ
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子

３

１

こ

！

ｅ

ｆ

ｆ

む

い

う

こ

と

を

忘

れ

て

は

な

る

よ

い

。

か

の

枠

組

に

は

、

日

本

資

本

主

義

の

特

殊

的

構

造

の

下

か

ら

の

変

革

を

、

少

な

く

と

も

当

分

は

望

み

え

ぬ

よ

う

な

状

況

の

も

と

で

、

ま

ず

は

上

か

ら

の

近

代

化

に

望

み

を

託

そ

う

と

し

た

論

者

の

姿

勢

が

投

影

し

て

い

る

よ

う

に

思

わ

れ

る

ゃ

生

産

力

拡

充

に

通

合

的

な

、

合

理

的

な

社

会

政

策

を

明

ら

か

に

し

、

国

家

理

性

を

覚

醒

さ

せ

、

発

動

さ

せ

る

こ

と

、

そ

し

て

、

そ

れ

に

よ

っ

て

「

本

来

の

」

「

合

理

的

な

」

資

本

制

経

済

の

実

現

の

道

を

探

る

こ

と

、

戦

時

体

制

に

進

む

に

つ

れ

て

、

こ

の

論

者

の

問

題

関

心

は

次

第

に

そ

の

方

向

に

傾

斜

し

て

い

っ

た

、

と

い

え

よ

う

。

そ

れ

は

、

当

初

の

か

の

分

析

的

・

批

判

的

社

会

攻

策

論

が

、

政

策

提

案

の

学

へ

と

転

回

し

は

じ

め

て

い

く

過

程

で

も

あ

っ

た

。

も

ち

ろ

ん

、

そ

の

転

回

は

、

決

し

て

直

ち

に

単

純

な

体

制

弁

護

論

へ

の

転

落

を

意

味

す

る

も

の

で

は

な

か

っ

た

。

む

し

ろ

、

現

実

の

国

家

の

具

体

的

な

諸

政

策

は

、

す

べ

て

そ

の

ま

ま

に

肯

定

さ

れ

る

の

で

は

な

く

、

逐

一

、

具

体

的

に

、

批

判

的

に

検

討

さ

れ

る

べ

き

も

の

と

と

挑

え

ら

れ

て

い

た

。

だ

が

、

現

実

の

国

家

権

力

の

構

造

自

体

に

つ

い

て

の

分

析

を

か

い

た

ま

ま

で

、

ま

た

、

当

面

の

生

産

力

拡

充

政

策

の

内

包

す

る

基

本

的

矛

盾

を

明

確

に

捉

え

る

こ

と

な

し

に

、

生

産

力

拡

充

に

適

合

的

な

、

合

理

的

な

社

会

政

策

の

提

案

を

志

向

す

る

こ

の

社

会

政

策

論

が

、

体

制

弁

護

論

へ

の

転

落

の

淵

に

た

っ

て

い

る

こ

と

は

、

石

定

し

が

た

い

と

こ

ろ

で

あ

っ

た

。

日

妻

事

変

か

ら

太

子

洋

戦

争

に

か

け

て

、

こ

の

危

惧

は

一

段

と

深

ま

っ

て

い

っ

た

の

で

あ

る

。

５

　

戦

時

体

制

下

の

転

回

枠

組

の

応

用

。

発

展

　

　

　

日

事

事

変

の

拡

大

、

長

期

化

に

と

も

な

っ

て

、

一
高

度

国

防

国

家

の

建

設

は

至

上

命

令

と

な

り

、

そ

の

た

め

の

生

産

力

拡

充

は

、

経

済

政

策

上

の

最

優

先

課

題

と

な

っ

た

。
　

一

九

二

八

（

昭

和

〓

５

年

の

国

家

総

動

員

法

を

は

じ

め

と

し

て

、

数

多

く

の

統

制

法

規

が

次

々

と

打

出

さ

れ

た

。

他

面

、

か

の

至

上

命

令

へ

の

反

抗

に

通

じ

る

倶

れ

あ

り

と

み

な

さ

れ

た



V- 1 社 会政策諭の変選

動

き

は

、

戯

烈

な

弾

圧

に

さ

ら

さ

れ

た

。

戦

前

の

社

会

科

学

者

は

、

こ

こ

に

最

も

厳

し

い

歴

史

的

状

況

を

迎

え

た

の

で

あ

る

。
　

一

九

三

八

年

、

風

早

八

十

二

（

一

八

九

九

年

も

は

こ

う

記

し

て

い

る

。

「
多

く

の

イ

ン

テ

リ

ゲ

ン

ツ

ィ

ア

は

不

意

を

打

た

れ

、

こ

の

新

事

態

に

対

抗

す

　

ｘ

る

術

を

知

ら

ず

、

或

る

者

は

自

己

を

官

僚

機

構

の

構

成

部

分

に

転

化

し

、

又

多

く

の

も

の

は

単

に

よ

手

傍

観

し

た

。

然

し

、

第

二

の

途

は

な

い

も

の

で

あ

ろ

う

か

」

と

（
『
労

働

の

理

論

と

攻
（

犯

し

。

か

の

斬

新

な

社

会

政

策

論

も

、

こ

の

新

た

な

事

態

に

直

面

し

て

、
　

一

層

の

転

回

を

余

儀

な

く

さ

れ

た

よ

う

に

思

わ

れ

る

。

そ

れ

は

、

何

よ

り

も

ま

ず

、

軍

需

産

業

を

中

心

に

す

る

当

面

の

生

産

力

拡

充

が

い

か

な

る

矛

盾

を

は

ら

む

か

に

つ

い

て

の

、

批

判

的

な

検

討

を

回

避

せ

ざ

る

を

え

な

く

な

っ

た

こ

Ｌ

に

、

端

的

に

あ

ら

わ

れ

て

い

た

。

大

河

内

自

身

、

日

事

事

変

直

前

の

論

稿

で

は

、

生

産

力

拡

充

が

軍

需

産

業

を

中

心

Ｌ

し

て

お

こ

な

わ

れ

る

限

り

、

そ

れ

は

国

民

経

済

の

安

定

や

労

働

者

階

級

の

福

祉

と

両

立

し

う

る

も

の

で

は

な

い

、

と

い

う

こ

と

を

、

極

め

て

卒

直

に

指

摘

し

て

い

た

の

で

あ

る

が

（
「
資

本

畜

積

と

社

会

立

（
た

し

、

「
新

事

態

」

の

も

と

で

は

、

軍

事

的

観

点

か

ら

す

る

生

産

力

拡

充

政

策

に

対

し

て

、

そ

の

よ

う

な

か

た

ち

で

、

正

面

か

ら

の

焼

義

を

提

出

す

る

こ

と

は

至

難

と

な

っ

た

の

で

あ

る

。

そ

の

よ

う

な

状

況

の

も

と

で

提

示

さ

れ

た

新

た

な

枠

組

は

、

そ

の

論

理

的

形

式

だ

け

を

み

れ

ば

、

そ

れ

ま

で

の

枠

組

と

著

し

く

類

似

し

た

も

の

で

あ

っ

た

。

そ

れ

は

、

軍

事

的

観

点

か

ら

す

る

生

産

力

拡

充

策

も

、

そ

れ

が

生

産

力

拡

充

策

た

り

う

る

た

め

に

は

、

た

ん

に

自

然

的

資

源

だ

け

で

は

な

く

、

人

的

資

源

に

つ

い

て

も

、

合

理

的

な

配

慮

を

と

も

な

わ

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

、

と

い

う

枠

組

で

あ

っ

た

。

す

で

に

提

示

さ

れ

て

い

た

と

こ

ろ

の

、

資

本

制

経

済

の

順

調

な

発

展

の

た

め

に

は

国

家

の

労

働

力

保

全

策

が

不

可

欠

で

あ

る

、

と

い

う

そ

れ

ま

で

の

枠

組

が

戦

争

経

済

に

つ

い

て

そ

の

ま

ま

適

用

さ

れ

、

戦

争

経

済

の

円

滑

な

る

遂

行

の

た

め

に

は

、

国

家

の

労

働

力

保

全

策

が

不

可

欠

で

あ

る

、

と

い

う

枠

組

が

、

い

わ

ば

系

論

と

し

て

導

き

だ

さ

れ

た

の

で

あ

る

。

こ

の

新

た

な

枠

組

に

し

た

が

え

ば

、

戦

争

は

社

会

政

策

の

進

展

を

要

請

す

る

も

の

と

し

て

捉

え

ら

れ

る

べ

き

で

あ

っ

た

。

「
技

術

的

批

判

」

か

ら

　

　

こ

の

よ

う

な

新

た

な

枠

組

の

提

示

も

、

さ

し

当

た

っ

て

は

な

お

、

体

制

弁

護

を

志

向

す

る

も

の

で

は

な

く

、

「
技

術

的

協

力

」

へ

　

　

む

し

か

、

合

法

舞

台

に

お

い

て

政

策

批

判

を

続

け

よ

う

と

す

る

試

み

で

あ

っ

た

こ

と

は

た

し

か

で

あ

ろ

う

。

1母

ａ

岳

ふ

母



5 戦 時体制下の転国

（
寄

と

砕

遂

８

戦

時

下

の

生

産

力

増

強

が

専

ら

労

働

者

の

酷

使

の

う

え

に

追

求

さ

れ

、

そ

れ

へ

の

批

判

的

な

言

及

が

タ

デ

ー

と

さ

れ

る

よ

う

な

社

会

的

雰

囲

気

の

も

と

で

、

こ

の

新

た

な

枠

組

は

、

現

実

の

労

務

管

理

な

り

労

働

政

策

な

り

を

時

味

し

、

批

判

的

に

検

討

し

て

い

く

う

え

で

の

、

合

法

的

な

よ

り

ど

こ

ろ

を

与

え

る

も

の

で

あ

っ

た

。

そ

れ

は

、

そ

の

意

味

で

、

体

制

の

追

求

す

る

至

上

命

令

自

体

を

正

面

か

ら

批

判

し

が

た

く

な

っ

た

状

況

の

も

と

で

、

い

わ

ば

体

制

内

に

く

み

こ

ま

れ

た

う

え

で

、

な

お

政

策

批

判

の

可

能

性

を

探

り

あ

て

よ

う

と

す

る

努

力

の

産

物

で

あ

っ

た

、

と

い

え

よ

う

。

事

実

、

大

河

内

は

、

こ

の

よ

う

な

枠

組

に

よ

っ

て

、

戦

時

下

、

も

っ

ば

ら

耐

乏

生

活

や

、

天

皇

を

戴

く

「

人

倫

的

結

合

」

な

ど

の

重

要

性

を

強

調

す

る

風

潮

を

、

非

合

理

的

な

む

の

と

し

り

ぞ

け

、

科

学

的

な

社

会

政

策

論

の

名

に

お

い

て

、

労

働

力

の

保

全

・

培

養

の

措

置

が

必

要

で

あ

る

こ

と

を

、

く

り

返

し

主

張

し

た

の

で

あ

っ

た

。

も

ち

ろ

ん

、

極

め

て

抑

制

さ

れ

た

か

た

ち

に

お

い

て

で

は

あ

る

が

、

そ

こ

に

は

な

お

一

定

の

批

判

的

精

神

が

保

持

さ

れ

て

い

た

、

と

い

っ

て

よ

い

（
『
戦

時

社

会

政

慾

講

し

。

４

　

だ

が

、

そ

れ

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

こ

の

よ

う

な

枠

組

に

よ

っ

て

お

こ

な

わ

れ

る

政

策

批

判

が

、

も

っ

と

も

体

制

協

力

的

な

政

策

提

案

へ

と

転

回

し

て

い

く

可

能

性

を

は

ら

ん

で

い

た

こ

と

を

、

見

落

と

し

て

は

な

る

ま

い

。

先

に

も

ふ

れ

た

よ

う

に

、

こ

の

新

た

な

枠

組

に

お

い

て

は

、

当

面

の

段

階

に

お

け

る

軍

需

工

業

中

心

の

生

産

力

拡

充

が

、

い

か

な

る

矛

盾

を

内

包

し

つ

つ

進

ま

ざ

る

を

え

な

い

か

、

と

い

う

、

本

質

的

な

問

題

に

つ

い

て

の

言

及

は

注

意

深

く

さ

け

ら

れ

て

い

た

。

労

働

力

の

合

理

的

な

配

置

・

保

全

の

必

要

が

く

り

返

し

強

調

さ

れ

な

が

ら

、

そ

れ

が

戦

時

体

制

下

、

い

か

に

し

て

、

ま

た

、

い

か

な

る

程

度

に

お

い

て

、

み

た

さ

れ

う

る

も

の

で

あ

る

か

と

い

う

問

題

は

、

深

く

問

わ

れ

る

こ

Ｌ

は

な

か

っ

た

の

で

あ

る

。

こ

の

枢

要

な

問

題

に

つ

い

て

の

考

察

を

久

く

場

合

に

は

、

当

面

の

生

産

力

拡

充

策

は

、

日

本

資

本

主

義

の

革

新

を

せ

ま

る

も

の

と

し

て

、

つ

ま

り

、

わ

が

国

の

伝

統

的

な

産

業

構

造

や

、

農

村

に

お

け

る

土

地

関

係

な

ど

の

「

機

構

の

革

新

」

を

せ

ま

る

も

の

と

し

て

、

も

っ

ぱ

ら

歴

史

的

進

歩

を

も

た

ら

す

も

の

と

し

て

ば

ら

色

に

描

か

れ

る

こ

と

に

な

る

。

戦

争

は

、

国

の

生

産

力

拡

充

策

と

そ

れ

に

通

合

的

な

社

会

政

策

の

順

調

な

発

展

を

と

お

し

て

、

日

本

資

本

主

義

の

特

殊

的

構

造

の

止

揚

を

可

能

な

ら

し

め

る

と

こ

ろ

の

、

「
偉

大

な

出

来

事

」

と

し

て

受

け

と

め

ら

れ

た

の

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

な

捉

え

か

た

の

も

と

で

は

、

社

会

政

策

論

者

が

、
　

　

９

当

面

の

戦

争

を

聞

い

ぬ

く

た

め

の

、

合

理

的

・

合

目

的

な

戦

時

労

働

統

制

の

た

め

の

献

策

を

、

自

己

の

崇

高

な

課

題

と

意

識

す

る

の

も

当
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然

で

あ

ろ

う

。
　

一

九

四

〇

を

創

り

出

し

」

た

と

し

て

、

的

に

し

て

建

設

的

な

理

論

」

「

技

術

的

批

判

」

か

ら

、
　

一

（

１

）

風

早

八

十

二

『

労

働

の

理

論

と

政

策

』

時

削

社

、
　

一

九

三

八

年

。

　

　

（

２

）

大

河

内

一

男

「

資

本

蓄

積

と

社

会

立

法

―

―

社

会

省

は

大

衆

を

救

済

し

う

る

か

―

―

」

『

帝

国

大

学

新

聞

』

一

九

二

七

年

七

月

一

二

日

。

　

　

（

３

）

大

河

内

一

男

『

戦

時

社

会

政

策

論

』

時

削

社

、
　

一

九

四

〇

年

。

　

　

（

４

）

大

河

内

一

男

『

社

会

政

策

の

基

本

問

題

』

日

本

評

論

社

、
　

一

九

四

一

年

、

増

訂

版

、
　

一

九

四

四

年

。

批

判

的

系

譜

に

お

け

る

曲

折

自

主

性

の

強

調

　

　

卵

車

討

韓

珈

わ

巾

巾

ば

却

和

申

瑚

中

め

つ
戦

神

神

帥

。
へ

徳

巾

球

静

巾

鈴

卵

約

掬

唯

柳

中

輸

拘

帥

帥

唯

戒

筆

卵

効

転
一

中

ヽ

論

者

の

問

題

関

心

や

理

論

的

枠

組

に

、

意

味

深

長

な

イ

ン

パ

ク

ト

を

与

え

て

い

く

過

程

が

、

極

め

て

鮮

や

か

に

あ

ら

わ

れ

て

い

る

、

Ｌ

思

わ

れ

た

か

ら

で

あ

る

。

さ

ら

に

、

彼

の

理

論

活

動

の

跡

は

、

も

ち

ろ

ん

大

づ

か

み

に

で

は

あ

る

が

、

こ

の

分

野

で

の

社

会

科

学

者

た

ち

の

、

戦

時

中

の

紆

奈

曲

折

を

整

理

し

て

い

く

う

え

で

、
　

一

つ

の

目

安

と

も

な

る

よ

う

に

思

わ

れ

た

か

ら

で

あ

る

。

た

と

え

ば

、

こ

の

時

期

に

、

大

河

内

Ｌ

と

も

に

活

躍

し

た

風

早

八

十

二

の

社

会

政

策

論

に

つ

い

て

の

著

言

・

論

文

頻

を

と

り

あ

げ

て

み

よ

う

。

そ

れ

は

、

丁

反

、

大

河

内

の

か

の

新

新

な

社

会

政

策

論

が

ほ

ぼ

体

系

化

さ

れ

た

時

期

以

降

に

、

い

わ

ば

そ

の

成

果

を

有

力

な

仮

説

（
昭

和

一

五

）

年

、

大

河

内

は

、

「
戦

争

は

、

こ

れ

ま

で

の

社

会

政

策

理

論

を

ま

っ

て

し

て

は

被

い

得

な

い

問

題

そ

れ

を

解

く

た

め

に

は

、

た

だ

単

に

、

分

析

的

・

批

判

的

な

理

論

に

と

ど

ま

る

こ

と

な

く

、

「

は

る

か

に

綜

合

が

要

請

さ

れ

て

い

る

、

と

か

き

記

し

て

い

る

（
『
社

会

政

策

の

基

本

問
（

雄

し

。

彼

の

提

示

し

て

い

た

枠

組

に

は

、

転

し

て

「

技

術

的

協

力

」

に

進

み

う

る

だ

け

の

、

理

論

的

曖

味

さ

が

つ

き

ま

と

っ

て

い

た

の

で

あ

る

。

奪

様

―

―

色

■

７

Ｂ

器

I , 。
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〓
器

１

・

二

亡

置

Ｅ

専

‥

十

と

し

て

ふ

ま

え

た

う

え

で

、

世

に

間

わ

れ

た

も

の

で

あ

っ

た

。

も

ち

ろ

ん

、

学

乱

史

上

、

著

名

な

と

と

で

あ

る

が

、

風

早

が

拠

っ

た

理

論

的

枠

組

に

は

、

大

河

内

の

そ

れ

に

対

す

る

批

判

が

こ

め

ら

れ

て

い

た

。

Ｌ

り

ゎ

け

、

大

河

内

が

社

会

政

策

の

経

済

的

必

然

性

を

強

調

し

た

の

に

対

し

て

、

風

早

が

、

労

働

者

の

自

主

的

運

動

の

圧

力

の

意

義

を

、

少

な

く

と

も

初

発

に

お

い

て

は

く

り

返

し

強

調

し

て

い

た

こ

と

が

注

目

さ

れ

る

で

あ

ろ

う

。

だ

が

、

資

本

側

経

済

の

順

調

な

発

展

に

Ｌ

っ

て

、

近

代

国

家

の

社

会

政

策

が

必

要

不

可

欠

な

も

の

で

あ

る

、

と

捉

え

る

点

に

お

い

て

も

、

ま

た

、

当

面

は

、

「

真

正

の

社

会

政

策

の

順

当

な

発

展

」

を

可

能

に

す

る

道

を

探

り

あ

て

よ

う

と

す

る

点

に

お

い

て

も

、

風

早

の

枠

組

は

、

大

河

内

の

そ

れ

と

大

差

の

な

い

も

の

で

あ

っ

た

。

差

異

は

た

だ

、

労

働

者

の

自

主

的

運

動

の

発

展

な

し

に

、

も

っ

ば

ら

上

か

ら

の

改

長

に

（

１

）

‘

望

み

を

託

し

う

る

か

否

か

、

と

い

う

点

に

あ

っ

た

（
『

労

働

の

理

論

と

政

策

』

『

日

本

社

会

政

策

史

し

。

た

し

か

に

、

そ

れ

は

決

定

的

な

差

果

で

あ

っ

た

と

い

う

べ

き

で

あ

ろ

う

。

そ

の

よ

う

な

枠

組

か

ら

す

れ

ば

、

自

ｉ

世

概

念

の

変

質

　

　

　

自

主

的

運

動

を

圧

殺

し

つ

つ

進

展

す

る

統

制

経

済

に

対

し

て

、

麟

夢

色

の

幻

想

を

も

つ

こ

と

は

計

さ

れ

な

か

っ

た

。

し

か

し

、

そ

の

枠

組

が

、

生

産

力

拡

充

の

た

め

に

は

国

民

大

衆

の

自

主

性

を

尊

重

す

る

こ

と

が

不

可

欠

で

あ

る

、

と

い

う

系

論

に

ま

で

展

開

さ

れ

、

し

か

も

、

そ

の

自

主

性

概

念

の

内

実

が

唆

味

に

な

っ

て

く

る

場

合

に

は

、

こ

の

諭

者

の

場

合

で

も

、

「

技

術

的

協

力

」

の

道

へ

進

ん

で

い

く

の

は

さ

け

が

た

い

こ

と

で

あ

っ

た

。
　

一

方

で

は

、

「

生

産

力

拡

充

に

向

っ

て

国

民

を

自

発

的

に

参

加

せ

し

め

」

る

た

め

に

、

「

国

民

労

働

協

同

体

」

の

エ

ー

ト

ピ

ア

が

目

標

と

し

て

掲

げ

ら

れ

る

と

同

時

に

、

他

方

で

は

、

労

務

員

の

自

発

性

と

自

己

責

任

と

を

喚

起

」

す

る

こ

と

が

、

「

生

産

能

率

と

技

術

と

を

高

め

る

所

以

」

で

あ

る

、

と

説

か

れ

た

の

で

あ

る

（

「
労

働

の

国

民

的

妊

設

の

た

必

薩

し

。

大

河

内

の

展

開

し

た

社

会

攻

策

の

経

済

理

論

に

疑

義

を

提

出

し

、

労

働

者

の

自

主

的

運

動

の

意

義

を

強

調

し

た

論

者

の

場

合

で

も

、

当

面

の

国

策

で

あ

る

生

産

力

拡

充

策

に

対

す

る

正

面

か

ら

の

批

判

を

回

逃

し

た

う

え

で

、

む

し

ろ

、

生

産

力

拡

充

策

に

適

合

的

な

も

の

と

し

て

、

労

働

者

の

自

主

性

の

意

義

を

位

置

づ

け

よ

う

と

す

る

場

合

に

は

、

自

主

性

概

念

自

体

に

つ

い

て

、

重

要

な

抑

制

を

加

え

ね

ば

な

ら

な

く

な

る

の

は

当

然

で

あ

っ

た

。

風

早

と

な

ら

ん

で

、

労

働

者

の

自

主

性

の

意

義

を

強

調

し

た

服

部

英

太

郎

（

一

八

九

九

上

九

エ
ハ

こ

の

場

合
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に

、

そ

の

点

は

極

め

て

明

ら

か

で

あ

っ

た

。

彼

は

、

す

で

に

風

早

の

文

筆

活

動

が

再

度

の

弾

圧

に

よ

っ

て

杜

絶

し

た

の

ち

に

も

、

「
高

度

国

防

国

家

」

が

課

題

と

す

る

労

働

力

の

計

画

的

配

置

な

り

そ

の

保

全

な

り

は

、

「

労

働

者

自

ら

の

積

極

的

な

協

力

を

ま

っ

て

の

み

完

遂

さ

れ

う

る

」

と

い

う

文

脈

に

お

い

て

、

労

働

者

の

自

主

性

を

合

法

的

に

主

張

し

う

る

道

を

模

索

し

つ

づ

け

た

の

で

あ

る

が

、

そ

こ

で

主

張

さ

れ

た

「

自

主

性

の

伸

張

」

と

は

、

結

局

の

Ｌ

こ

ろ

、

「
階

級

闘

争

的

な

エ

ネ

ル

ギ

ー

」

に

転

化

す

る

こ

と

な

く

、

む

し

ろ

、

「

社

会

的

自

主

的

協

象

の

力

」

に

ま

で

高

め

ら

れ

て

い

く

よ

う

な

、

そ

う

い

う

性

格

の

も

の

で

あ

っ

た

（
「
高

度

国

防

国

家

と

労

働

新

体

制

の

構

想

し

。

フ

ァ

シ

ズ

ム

の

嵐

は

、

こ

の

よ

う

な

謙

抑

な

論

議

に

対

し

て

す

ら

、

暴

圧

を

加

え

た

の

で

あ

る

が

、

そ

の

こ

と

を

も

っ

て

、

受

難

者

の

理

論

が

直

ち

に

「
変

革

の

理

論

」

で

あ

っ

た

か

の

ご

と

く

美

化

し

て

は

な

ら

な

い

で

あ

ろ

う

。

と

こ

で

は

む

し

ろ

、

当

初

は

か

の

大

河

内

理

論

へ

の

批

判

を

志

し

た

理

論

の

系

譜

に

お

い

て

も

、

厳

し

い

歴

史

的

現

実

の

重

圧

に

よ

っ

ヽ

て

、

右

に

み

た

よ

う

な

曲

折

が

生

じ

た

こ

と

、

し

た

が

っ

て

、

そ

こ

に

は

、

た

ん

に

表

現

技

術

上

の

問

題

に

と

ど

ま

ら

ぬ

「

奴

隷

の

言

葉

」

が

つ

き

ま

と

っ

て

い

る

こ

と

、

に

注

意

し

て

お

く

こ

と

が

必

要

な

の

で

あ

る

。

も

ち

ろ

ん

、

す

ぐ

れ

た

先

学

の

業

績

の

な

か

に

み

ら

れ

る

こ

の

よ

う

な

曲

折

、

「
技

術

的

批

判

」

か

ら

「

技

術

的

協

力

」

の

か

ま

え

ヘ

の

転

回

は

、

か

の

狂

気

の

よ

う

な

時

代

に

、

な

お

筆

を

折

る

こ

と

な

く

学

問

の

い

Ｌ

な

み

を

続

け

よ

う

と

し

た

も

の

に

と

っ

て

は

、

少

な

く

と

も

た

て

ま

え

と

し

て

は

、

到

底

拒

み

え

ぬ

も

の

で

あ

，

た

、

と

い

わ

れ

る

か

も

し

れ

な

い

。

わ

れ

わ

れ

も

ま

た

、

そ

の

困

難

な

事

情

を

無

視

し

て

は

な

ら

な

い

と

考

え

る

。

し

か

し

、

だ

か

ら

と

い

っ

て

、

そ

の

よ

う

な

た

て

ま

え

を

拒

み

え

ぬ

よ

う

な

事

情

が

、

社

会

科

学

者

と

し

て

の

ほ

ん

ね

で

あ

る

べ

き

理

論

活

動

の

内

実

自

体

に

、

い

か

に

暗

い

影

を

お

と

さ

ざ

る

を

え

な

か

っ

た

か

、

と

い

う

問

題

に

つ

い

て

の

、

各

直

な

反

省

を

さ

け

て

は

な

る

ま

い

、

と

考

え

る

の

で

あ

る

。

（

１

）

前

掲

、

風

早

『

労

働

の

理

論

と

政

策

』

。

同

『

日

本

社

会

政

策

史

』

日

本

評

論

社

、
　

一

九

二

七

年

。

　

　

（

２

）

風

早

八

十

二

「

労

働

の

目

氏

的

建

設

の

た

め

に

」

『

日

本

評

論

』

一

九

二

九

年

一

〇

月

。

　

　

（

３

）

服

部

英

太

郎

「

高

度

国

防

国

家

と

労

働

新

体

制

の

構

想

」

『

中

央

公

諭

』

一

九

四

十

年

九

月

。

駐

ど

軍

１

王

摂
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キ

・

若

子

の

総

括

し

か

も

、

さ

ら

に

論

を

す

す

め

て

や

や

大

胆

に

い

え

ば

、

満

洲

事

変

か

ら

日

事

事

変

に

か

け

て

の

時

期

近

代

資

本

制

社

会

へ

の

志

向

　

　

は

ヽ

す

で

に

み

て

き

た

よ

う

な

斬

新

な

社

会

政

策

論

に

と

っ

て

は

、

む

し

ろ

恰

好

の

醸

酵

土

壌

が

与

え

ら

れ

た

時

期

で

も

あ

っ

た

。

こ

の

時

期

に

荒

れ

狂

っ

た

フ

ァ

シ

ズ

ム

の

嵐

が

、

斬

新

な

社

会

政

策

論

の

順

調

な

発

展

に

対

し

て

、
　

一

つ

の

時

得

と

な

っ

た

こ

Ｌ

は

た

し

か

で

あ

る

が

、

し

か

し

同

時

に

、

そ

の

嵐

の

な

か

で

進

行

し

て

い

っ

た

日

本

資

本

主

義

の

歴

史

的

現

実

こ

そ

が

、

か

の

斬

新

な

社

会

政

策

論

の

形

成

を

促

し

た

母

体

で

も

あ

っ

た

こ

と

を

見

落

と

し

て

は

な

る

ま

い

。

満

洲

事

変

以

降

の

、

産

業

界

の

活

況

吹

復

と

あ

い

ま

っ

て

、

重

化

学

工

業

化

を

軸

と

す

る

と

こ

ろ

の

わ

が

国

の

産

業

構

造

の

高

度

化

の

過

程

は

、

次

第

に

、

そ

れ

に

適

合

的

な

質

・

量

の

労

働

力

を

確

保

す

る

こ

と

の

重

要

性

を

、

政

策

当

事

者

に

自

党

せ

し

め

つ

つ

あ

っ

た

の

で

あ

る

が

、

日

華

事

変

か

ら

大

平

洋

戦

争

に

か

け

て

の

大

量

の

軍

事

動

員

、

産

業

の

一

層

の

再

編

成

な

ど

は

、

労

働

力

不

足

の

克

服

と

そ

の

質

的

向

上

の

問

題

を

、

能

率

的

な

労

働

力

配

置

の

問

題

と

な

ら

ん

で

、

最

も

緊

要

な

政

策

上

の

謀

題

と

し

て

ク

ロ

ー

ズ

・

ア

ッ

プ

さ

せ

た

の

で

あ

っ

た

。

そ

れ

は

、

大

量

の

失

業

者

が

あ

ふ

れ

、

賃

金

切

下

げ

へ

の

怨

嵯

の

声

が

ひ

ろ

が

っ

た

、

か

つ

て

の

昭

和

恐

慌

期

に

お

け

る

事

態

と

は

、

明

ら

か

に

異

な

る

事

態

で

あ

っ

た

。

こ

の

新

た

な

事

態

の

も

と

で

は

、

労

働

力

の

維

持

・

培

去

の

問

題

が

、

「

生

産

政

策

」

上

の

問

題

と

し

て

と

り

あ

げ

ら

れ

ぎ

る

を

え

な

か

っ

た

の

で

あ

る

。

事

実

、

日

華

手

変

勃

発

後

問

も

な

い

一

九

二

七

（

昭

和

一

一

じ

年

一

〇

月

に

は

、

内

務

省

社

会

局

が

、

「
労

働

力

を

維

持

し

、

生

産

能

率

を

増

進

し

、

以

て

生

産

力

の

増

加

及

持

久

を

図

る

」

た

め

の

、

軍

需

エ

場

へ

の

指

導

方

針

を

と

り

き

め

て

い

る

。
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

労

こ

の

よ

う

な

歴

史

的

現

実

を

お

も

い

お

こ

す

な

ら

ば

、

わ

れ

わ

れ

が

研

新

な

社

会

政

策

論

と

し

て

注

目

し

た

か

の

論

議

に

お

い

て

、

生

| |
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産

力

拡

充

に

と

っ

て

「

人

的

資

源

」

と

し

て

の

労

働

力

の

保

全

が

必

要

不

可

欠

で

あ

る

、

と

い

う

命

題

が

主

張

さ

れ

て

い

る

と

し

て

も

、

そ

の

こ

と

自

体

は

、

必

ず

し

も

斬

新

な

主

張

で

は

な

か

っ

た

、

と

い

う

べ

き

か

も

し

れ

な

い

。

む

し

ろ

、

か

の

社

会

政

策

論

の

真

の

斬

新

さ

は

、

生

産

力

の

順

調

に

発

展

す

る

社

会

を

「

本

来

の

」

「

合

理

的

な

」

資

本

制

社

会

と

等

置

し

、

そ

の

意

味

で

は

、

生

産

力

拡

充

の

た

め

に

向

か

う

べ

き

社

会

を

、
　

一

応

は

近

代

資

本

制

社

会

と

見

定

め

た

う

え

で

、

そ

れ

へ

の

接

近

の

方

途

を

社

会

政

策

論

の

領

域

に

お

い

て

探

ろ

う

と

し

た

、

と

い

う

と

こ

ろ

に

あ

ろ

う

。

大

河

内

の

理

論

が

、

資

本

制

経

済

の

運

動

法

則

に

つ

い

て

の

理

解

を

基

礎

に

す

え

た

う

え

で

、

―

―

む

ろ

ん

、

そ

の

理

解

の

仕

方

に

は

問

題

を

残

し

て

は

い

る

が

―

―

そ

の

運

動

法

則

を

修

正

・

不

定

す

る

も

の

と

し

て

で

は

な

く

、

む

し

ろ

そ

の

運

動

法

則

を

実

現

す

る

も

の

と

し

て

社

会

政

策

を

位

置

づ

け

よ

う

と

し

た

の

は

、

そ

の

た

め

で

あ

る

。

大

河

内

の

生

産

力

理

論

が

、

当

時

の

他

の

多

く

の

生

産

力

増

強

の

理

論

に

対

比

し

て

、

思

の

長

い

生

命

力

を

も

ち

え

た

の

も

、

こ

の

た

め

で

あ

ろ

う

。

た

と

え

ば

、

同

じ

く

生

産

力

拡

充

や

戦

力

増

強

の

た

め

に

建

言

し

た

難

波

田

秦

夫

（

一

九

Ｑ

↑

）

の

理

論

を

み

よ

。

そ

こ

で

は

、

戦

力

増

強

の

た

め

の

根

本

的

方

策

と

し

て

、

天

皇

を

中

心

と

す

る

「

国

民

的

結

合

」

を

強

化

す

る

こ

と

の

必

要

が

強

調

さ

れ

、

「
自

然

村

」

的

な

共

同

的

関

係

へ

の

郷

愁

が

語

ら

れ

て

い

る

（
『
戦

力

増

強

の

理
（

祀

し

。

あ

る

い

は

ま

た

、

藤

林

服

事

（

一

九

〇

〇

，

一

九

な

じ

の

理

論

を

み

よ

。

そ

こ

で

は

、

労

働

生

産

力

の

増

進

を

確

保

す

る

た

め

に

、

労

働

科

学

を

重

視

す

べ

き

こ

と

が

唱

え

ら

れ

な

が

ら

も

、

従

来

の

「

個

人

主

義

的

な

労

働

観

」

を

改

め

、

「

個

人

主

義

的

秩

序

に

代

る

新

秩

序

の

建

設

」

に

た

ち

向

か

い

う

る

よ

う

な

、

「

皇

回

勤

労

精

神

」

を

実

現

し

て

い

く

こ

と

の

重

要

性

が

強

調

さ

れ

て

い

る

翁

労

働

者

政

策

の

基

本

間

（
睡

し

。

こ

う

し

た

捉

え

か

た

に

対

比

す

る

と

き

、

「
資

本

制

経

済

の

順

調

な

発

展

」

の

な

か

に

生

産

力

拡

充

の

道

を

見

出

そ

う

と

し

た

か

の

理

論

が

、

歴

史

を

透

視

す

る

力

に

お

い

て

、

格

段

と

優

っ

て

い

た

こ

と

は

明

ら

か

で

あ

ろ

う

。

統

制

経

済

へ

の

幻

想

と

期

待

　

　

だ

が

、

そ

れ

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

大

河

内

の

き

り

拓

い

た

斬

新

な

社

会

政

策

論

に

、

い

く

つ

か

の

理

論

上

の

難

点

が

あ

っ

た

こ

と

を

忘

れ

て

は

な

る

ま

い

。

す

で

に

み

た

よ

う

な

転

回

の

跡

を

知

る

も

の

に

と

っ

て

は

、

そ

の

よ

う

な

転

回

を

許

容

し

た

理

論

的

曖

味

さ

自

体

が

問

題

と

し

て

意

識

さ

れ

る

で

あ

ろ

う

が

、

ヤ
▼

）

で

は

、

そ

れ

だ

け

が

岡

I , 4
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母

ｒ

ｆ

士

電

ｊ

ｌ

題

な

の

で

は

な

い

。

む

し

ろ

よ

り

大

き

な

問

題

は

、

彼

が

一

応

は

志

向

し

た

近

代

資

本

制

社

会

が

、

彼

の

理

論

的

枠

組

に

お

い

て

、

い

か

な

る

性

格

の

も

の

と

し

て

捉

え

ら

れ

て

い

た

か

、

と

い

う

点

に

あ

る

。

何

よ

り

も

ま

ず

、

「

本

来

の

」

「

合

理

的

な

」

資

本

制

経

済

は

、

国

家

の

「

理

性

的

な

」

社

会

政

策

を

と

お

し

て

ら

み

、

つ

ま

り

、

私

的

経

済

行

為

へ

の

国

家

に

よ

る

権

力

的

干

渉

が

整

備

き

れ

る

こ

と

を

と

お

し

て

の

み

、

は

じ

め

て

実

現

さ

れ

る

べ

き

も

の

、

と

捉

え

ら

れ

て

い

た

こ

と

に

注

意

す

べ

き

で

あ

ろ

う

。

こ

の

特

異

さ

は

、

か

の

古

典

派

経

済

学

が

描

い

た

国

家

観

と

対

比

す

る

と

き

、

極

め

て

明

ら

か

で

あ

る

。

大

河

内

は

、

彼

の

社

会

政

策

論

を

一

応

体

系

化

し

た

の

ち

に

、

経

済

学

史

、

社

会

思

想

史

の

領

域

に

研

究

を

す

す

め

、

ア

ダ

ム

，

ス

ミ

ス

（
卜

の

ュ

一
じ

の

「

経

済

人

」

に

つ

い

て

の

再

吟

味

に

ま

で

た

ち

帰

っ

た

の

で

あ

る

が

、

彼

が

そ

こ

で

関

心

を

注

い

だ

の

は

、

「
経

済

人

」

の

私

的

な

利

己

心

が

社

会

的

福

祉

と

調

和

を

も

た

ら

す

、

と

す

る

か

の

予

定

調

和

論

自

体

の

可

否

で

は

な

ぐ

、

ま

た

、

予

定

詞

和

的

、

な

論

理

に

支

え

ら

れ

た

夜

警

国

家

観

自

体

の

可

否

で

も

な

か

っ

た

。

そ

の

よ

う

な

問

題

自

体

は

、

経

済

理

論

上

の

問

題

と

し

て

は

、

す

で

に

学

説

史

上

、
　

一

応

の

決

斉

を

与

え

ら

れ

て

い

た

。

む

し

ろ

、

大

河

内

に

と

っ

て

は

、

私

的

な

利

己

心

が

国

民

経

済

的

な

福

祉

に

通

じ

う

る

よ

う

に

、

「
経

済

人

」

を

「

導

き

、

統

制

す

る

」

こ

と

を

現

代

的

な

課

題

と

し

て

意

識

し

な

が

ら

、

そ

の

よ

う

な

課

題

が

、

古

典

派

経

済

学

め

偉

大

な

祖

師

に

あ

っ

て

、

そ

の

自

由

主

義

的

な

経

済

理

論

の

展

開

に

あ

た

っ

て

前

提

さ

れ

た

人

間

類

型

と

そ

の

経

済

倫

理

の

内

奥

に

お

い

て

、

い

か

に

捉

え

ら

れ

て

い

た

か

、

を

探

る

こ

と

が

問

題

だ

っ

た

の

で

あ

る

。

大

河

内

自

身

、

新

し

い

経

済

理

論

を

打

ち

構

て

る

た

め

の

「

指

南

車

」

を

リ

ス

ト

（
ｐ

母

り
じ

に

、

経

済

倫

理

の

問

題

を

解

く

た

め

の

「

手

が

か

り

」

を

Ａ

・

ス

ミ

ス

に

見

出

し

た

、

と

か

き

記

し

て

い

る

。

大

河

内

が

見

出

し

た

最

大

の

「
手

が

か

り

」

は

、

ス

車

ス

の

場

合

で

も

、

「

経

済

人

」

の

私

的

本

利

己

心

が

社

会

的

福

祉

を

ま

た

ら

す

新

た

な

徳

性

た

り

え

た

の

は

、

そ

れ

が

た

く

ま

し

い

生

産

力

の

展

開

ど

結

び

つ

き

、

「

生

産

的

労

働

」

の

尊

重

と

結

び

つ

い

て

い

た

か

ら

に

他

な

ら

な

い

、

Ｌ

い

う

点

に

あ

っ

た

。

い

う

ま

で

も

な

く

、

そ

れ

は

、

「

新

た

な

経

済

倫

理

も

ま

た

、

経

済

社

会

に

お

け

る

生

産

力

の

展

開

、

そ

の

た

め

の

活

動

と

組

織

に

深

く

根

差

し

た

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

」

と

い

う

（

積

極

的

な

提

言

と

結

び

つ

　

デ

い

て

い

た

。

そ

れ

は

や

が

て

、

戦

時

生

産

力

の

拡

充

に

対

し

て

、

計

画

性

を

も

っ

て

、

「

直

接

的

に

而

も

意

識

的

に

」

寄

与

す

る

「

機

能

た

ユ

将

主
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人

の

社

会

的

自

覚

に

基

い

た

『

責

任

の

倫

理

皆

の

強

調

へ

と

つ

な

が

っ

て

い

っ

た

の

で

あ

る

（
『

ス

ミ

ス

と

リ

ス
（

屯

し

。

彼

が

志

向

し

た

経

済

社

会

は

、

結

局

の

と

こ

ろ

、

そ

の

よ

う

な

「

新

し

い

倫

理

」

が

、

「

見

え

ぎ

る

手

」

に

よ

っ

て

で

は

な

く

、

「

見

え

る

手

」

に

よ

っ

て

、

つ

ま

り

「

合

理

的

な

」

国

家

統

制

に

導

か

れ

て

実

現

さ

れ

る

よ

う

な

、

そ

の

よ

う

な

性

格

の

社

会

で

あ

っ

た

。

彼

が

一

応

は

志

向

し

た

近

代

資

本

制

社

会

が

、

特

殊

な

歴

史

的

状

況

、

特

定

の

歴

史

段

階

に

お

け

る

近

代

資

本

制

社

会

で

あ

っ

た

こ

と

は

、

ほ

ぼ

明

ら

か

で

あ

ろ

う

。

大

河

内

の

理

論

的

枠

組

に

お

け

る

最

大

の

難

点

は

ま

さ

に

こ

こ

に

あ

っ

た

。

「
本

来

の

」

「

合

理

的

な

」

資

本

制

経

済

の

実

現

は

、

国

家

の

社

会

政

策

、

権

力

的

干

渉

を

と

お

し

て

の

み

可

能

と

な

る

、

と

捉

え

た

か

の

枠

組

に

あ

っ

て

は

、

当

面

の

歴

史

的

現

実

、

す

な

わ

ち

、

戦

時

体

制

の

も

と

で

進

展

し

つ

つ

あ

っ

た

国

家

独

占

資

本

主

義

の

体

制

は

、

資

本

制

経

済

の

特

殊

な

段

階

の

問

題

と

し

て

、

明

確

に

批

判

的

に

と

り

あ

げ

ら

れ

な

か

っ

た

ば

か

り

で

な

く

、

戦

時

統

制

経

済

の

進

展

は

、

む

し

ろ

、

「

合

理

的

」

な

も

の

の

貫

徹

と

捉

え

ら

れ

た

。

物

資

動

員

計

画

、

資

金

計

画

、

労

務

動

員

計

画

な

ど

の

、

「

人

間

の

理

性

の

産

物

で

あ

る

と

こ

ろ

の

経

済

計

画

」

こ

そ

が

、

か

の

「
新

し

い

倫

理

」

実

現

の

媒

介

者

で

あ

る

、

と

さ

れ

た

の

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

な

難

点

は

、

た

だ

た

ん

に

、

過

ぎ

去

っ

た

か

の

戦

時

体

制

を

い

か

に

捉

え

る

か

、

と

い

う

点

に

か

か

わ

る

だ

け

の

問

題

で

は

な

く

、

戦

後

世

界

に

お

い

″
て

わ

れ

わ

れ

の

当

面

す

る

歴

史

的

現

実

と

い

か

に

対

す

る

か

、

と

い

う

点

に

も

深

く

か

か

わ

る

と

こ

ろ

の

、

す

ぐ

れ

て

現

代

的

な

問

題

で

あ

っ

た

。

「
暗

い

谷

間

」

の

例

外

と

し

て

、

社

会

政

策

論

の

分

野

に

お

い

て

異

常

な

発

展

が

み

ら

れ

、

し

か

も

そ

こ

で

遺

さ

れ

た

理

論

的

業

績

が

、

現

在

な

お

、

こ

の

分

野

の

多

く

の

諭

者

に

よ

っ

て

く

り

返

し

ふ

り

返

え

ら

れ

て

い

る

の

は

、

論

者

自

身

が

し

か

と

意

識

し

て

い

る

か

否

か

は

さ

て

お

く

と

し

て

、

お

よ

そ

、

以

上

の

理

由

に

よ

る

の

で

あ

る

。

3  1

＊

難

波

口

春

夫

『

戦

力

増

強

の

理

論

』

有

斐

閣

、
　

一

九

四

三

年

。

　

　

（

２

）

藤

林

敬

三

『

労

働

者

政

策

の

基

本

問

題

』

慶

応

出

版

社

、
　

一

九

四

三

年

。

大

河

内

一

男

『

ス

ミ

ス

と

リ

ス

ト

』

日

本

評

諭

れ

、
　

一

九

四

三

年

、

全

訂

版

、

弘

文

堂

、
　

一

九

五

四

年

。

全

デ

塚

　

秀

夫

）


