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社 会的分業 の 系譜的展開 と
1
「社 会化」

’
概念の 批判的検討

一 一
い わ ゆ る 「教 育の 社 会化 」 と

幽
「労 働 の

　　　 社 会 化 」 の 関連 性 に つ い て

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中央大学大学院　　椿　　　輝 　男

　「祉会的分業」 と 「社会 化」の 概 念 を批判的に 検討す る に あた り、fわ ゆ る 「教育の 社会化1

と 「労働 め社会化」 と い う異 次元 の 概念 を採肝す る こ と の 意味は、と りもな k・さず 階級 と職業

に 関す る シ ス テ ム の 聞題 ともみら れ る は ず で あ る
。

そ こ で 本報告で は 、社会的分業 の 系譜 の 概

略 と 「社会 化」概 念 を 社会学 的視点 か ら検討す る こ と を 目的 と し た い
。

　い わ ゆ る 単純な 商品生 藤 の 発 展 は
、

’
他 方に k・V ・ て は マ ニ ユ プ ア ク チ

ュ ア 的分業 ＝ 技術 的分業

を 発農せ し め る もめで あ る。す な わ ち、交換 の 必要 と 生 産物の 純粋 な交 換価値 へ の転化 と は 、

分業 に 比 例し て 、つ ま り生産め裡会的性格 とと もに 前進す る もの で あ る か ら、社会的分業 一taよ

び 技術 的分業 の 発 展は 、一方に 於 け る 交換 価値規 定の 発展、他方 に わ け る 交換価 値 の 量 的変動

を伴な い つつ 価 f直法則 を貫徹 し得 る もの で あ る。そ の 意 味 に お い て 祉会 的分業 と技術的分業の

発 展 は
、 相 血 規定 的な もの で あ る に も か か わ らず 、ア 4 ム

・ス ミ ス に 於 い て は 、こ の 両者 の 関

係を本質的に区別出来ず 、 前者 を 「大製造 業」　（grea ヒ　mamlfacture ）、後者 を

「零 細 な 製造業」　〔trifli 　 tlg 　ma 　t’t・ufact 　

’
ure ）と し て 区 別して い る に 過 ぎな い の

で あ る
。

つ ま り
、 両 者 を マ ニ

ュ フ ア ク チ ユ ア 内部の 仕 事 （勞働） の 分割 と、 「一大社 会」 内部

の 仕事 （職業） の 分割 とい う恵 味 で 同
一

視 して い た と 言 え る の で あ ろ 。 「あ る 物 と物 と を 取引

き し た り
、

交換 し た り、交易し た りす る こ と を求め る性向 （prOpensity ） 」 → 「利己

心 く．in ・t ・ “ ・
’
・
’
・

’
・・t） 」一 「分業」 。

こ の 図式 か ら も聯 か な よ う に ス ミ ス 分業 論臨 い て e：t・

常 に人間 の 本性 の 巾 に あ る と い う人 間 に 内在 す る 交換 を 求 め よ う とす る f性 向」 か ら分業 が 必

然的に発現す る．そ の 褓 、労 働生 産加
‘
増大 し

、 購 に 蘇 の 基本 的 な贓 要 素 た 碕 級が

形 成 され る と み て い る 。と うして マ ＝ ＝フ ナ ク チ ュ ア 的分業に お ける 協業の 側面 や 覚働過擢の

問 題 か皃落 さ れ だ と い う と こ ろ に
、

わ れ わ れ は ス ミ
1
ス に お け る 歴 史的制約 と そ の 限界をみ る こ

とが 出来る 。

　こ の ス ミ ス の 阪界 の 克服 が ま さ に K ・
マ ル ク ス に よ っ て 止揚 さ れ る こ とに な る 。すな わ ち、

祉会 的分業発展の 論理 を生産 力 の 発展 と剰余価値生産 （資本蓄積） との 関係 と し て
’
展 開 し て い

る こ と、ま た 機械制生産 に お い て も マ ニ ュフ ア ク チ ュ ア 的分業 か 工 揚の 内部に 再生産 され る の

みな らず、豕 内 工 業 、

』
手工 業、 マ ＝ ユプ ア

’
ク チ ュ ア 等 々 が 社会 的分業 ＝＝ tt会的総資本の 配置構

造 の
一分肢 と し て 再生 産 さ れ 、 こ の 閧係 を基礎 と し て い わ ほ価 値収奪の 諸関係 が 展 開 す る と い

う点 が 指摘 さ れ て い る
。

そ し て こ こ に み ご と
’
Ts マ ル ク ス に よ る 分業論が 展開 され て

．
くる わ け だ
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が ぐ社会 的分業 の 拔 立 に つ い て は マ ル ク ス の 次 の 箇所 に お い て 要 約 的に 展 開 され て い る のて引

用 して 輸 乙 う
δ ずなわ ち “．广祉 会内 の 分業 とそ れ に 対応す る 個人 の 特 殊職業 部面へ

の 限定 と は

工 場手 工 業 内 の 分業 の よ う に 、反対 の 諸 出発 点 か ら発展す る
。

一家 族 の 内部に
、 更 に 発農 し て

は 一
種 族の 内部 に

、 性及 び 年 令 の 差異 か らしたが
っ

て 純粋 に 生理 的 な奉礎 の 上 に
、 自然 発生 的

な 分業が 発生 し、そ れ は 、共同体 の 拡大、人 口 の増大、ま た 殊に 種 々 の 部族間 の 闘争 及 び 一
部

族 の 他 部族 に よ る 征服 に 伴 って 、そ の 材料 を 拡張す る
。 他方 、前 に 述 べ だ よ うに

、 種 々 の 冢 族
、

共 同体が 接触す る 地 点に 生産交換が 発生す る 。交代の 初期に あ つ て は
、 独 立 し て 相対立す る も

の は 私 個人 で は な く
、 冢族 、 部族だ か らで あ る

。 異な る 共 同体 は
、

そ れ らの 自然 環境の う ちに

異 な る隼産手段及び生産様 式を 見出ナ。し た が っ て
、

そ れ ら の 生産 様式及 び生産物 は 種 々 に 異

な っ
て い る

。
其 同体の 椄触に 際し て 相互 の 生産物  交換 を し 斥が っ

て こ れ らの生産 物 の 商 品 へ

の 漸次 的転 化 を惹起 す る もの は、こ の 自然 的差 異で あ る。交換 は 諸生 産 部面の 区 別 を つ く り だ
冒

す の で は な く、異な ろ 諸 生産部面を関連 さ せ て 、そ れ らを一つ の 社会的総 生蘆 の 多か れ 少 か れ

互 に 依存 し合 う諸 部門 に 転化 させ る の で あ る
。

こ こ に
、 元来相異 な る

、 ま tc相 互 に 独 立 し た 諸

生 産部面 の 交換 に よ っ て 、社会 的分業 が戚立 す る 。 生 理 的分業 が出発点を な す 所に 齢 い て、一

つ の 直接に 結ば れ 允 全体 の 特別 の 諸器 宮 力i互 に 分解 し、こ の 分解過程 に は他 の 其 同体 との 商品

交換 が 主要衝動 を与 え 、ま た こ れ らの 諸 器 官 は 独立 さ れ て
、

種 々 の 異 な る 労働 召）関連 が 商晶 と

し て の 生産物 ρ）交換 に よ っ
て 媒介され る 点 に ま で 至 る

。

一
の 場合は前に独立 し て い た ものが 非

独立 化 さ れ る の で あ り、他 の 場 合 は 前に 独立 し て い な か っ fcもの が独立 化 きれ る の で あ る
。 」

　（K ・ツ
ル ク ス 『資本論』第 1 巻岩波文庫版 （三 ） 74 〜 75 頁）そ して 分業 は

、　「一般的分

業」、
→ 「特殊的分業」 → 「個 別的分業」 の 順序で 発展す る と い う こ と を指摘し て い る。　（「fc

だ労働自体めみを眼申に 置 くな らば、農業、工業簿 の 如 き大 部門へ
の 祉会的生産 の 分割 を一般

的分 業、こ れ ら の 生 産 部門 の 種 及 び 亜 種
へ

の 分割を特殊的分業
、

一
作業 場 内の 分業 を 個別 的 分

業 と呼 び得 る
。 」同 『資本論』 73 頁参照）

　 こ の
7

ル ク ス の 分業論を継
．
承 し た の が レ

ー
ユ ン で あ る ，、彼は 機槭制生 産 に お け る 分業 の 発達

1
と L… 5 視点喉 し て

・ 勝 働 の 祉会 化」 a・概念 rcよ ・
て 説明 し ・ う と し て い る

・ 1畫騰 に
殫 す

れ ば
、

レ ーニ ン の い う 厂労働 の 社会化」 と は 個別資 本に お・け る 社会 的労働 の 展 開 と社会 的労働

の 専門化 齢 よ び 1社 会 的生産 過程 の 11彡成」
一

社 会的分業 の 発展一 を内容 として い る も の と い え

る
。

』
こ め 「労働 の 社会 化」 と は F ・

エ ン ゲ ル ス の い う 「生 産 の 社会 化」 と殴ぼ 同義 で あ る が
、

層・

ヒ
ー4 ン は ｛労働 の 社会 化W ・を r つ の 過程 と し て 把え て い る と指摘 し うる。そ の 部 分の 例証 と

「・’

し て 次 の一節を 引用 し て お きだ い
。

つ ま 1）、　1責本主義に よ る労働 の 社会化は 、つ ぎの 過程 の

う ち に 現 わ れ る
。 第

一に
、 商品生 産 の 成長そ の もの が 現 物経済に 固有な 小 さな 経済単位の 細 分

状態を破壊 して 、小 さな地万的市場を巨大 な国民的 （つ い で ま fc世界的）市場に鞘台す る。自

分 の fcめ の 生 産 は 社 会全体 の た め の 生産 に 転 化 し
、 そ

・し て 資本主義 が よ り高度 に 発 展すえぱ す
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る ほ ど 、 生 産 の こ の 集 団的性格 と 取得 の 個人 的性格 との φい だ の 予盾は ます ます 激し くな る
。

第二 に 、資本主義は 、旧来 の 、生産 の 細分化 の かわ りに 、農業に お い て も工 業 に於 い て も
、 以

前に は見 られ k か
っ ftよ う な 生産 の 集積 を つ く

’
りだす 。

… ・第 三 に
、 資本 主義は

、 先行の 諸経

済制度 の 破棄 しが た い 属性 を成 し て い た
。

い ろ・い ろ の 形態の 人格的隷属を駆遂す る 。

… ・第叩

に、資本主 義は 必 然的 に住民 の 移 動性を つ く りだ す
。

・
∵

・第 五 に、資本 主義 は 農業 … ・に 従 箏

す る 人口 の 割合を fTえ ず減少 させ 、大 きな産業 中 心 地 の 数 を 増 大 させ る
。

・・
∵ 第 六 に 、資本主

義は 結含 へ の 住民 の 要求を増大 させ 、 こ れ らの 結 合に 、 ま え の 時代 の 結合 と く ら べ て 特殊な 性

格 を 付与す る
。

… ・第 七 に 、資 本主義に よ る 古い 経済構造 の 前記の す べ て の 改変は、不 可避的．

に ま た 住民 の 精神 的風格 の 改 変 に もみ ち び く。 」　（レ
ー；＝ yi ロ シ ア に お け る 資夲主 義 の 発 展亅

　『L／ 一 ニ ン 全集』　（第 4 版）．第 3 巻 633 − 634 頁參且侭）

　 す な わ ち、一方 で は 個別 資本 に お け る

’
労働 の 集積に よ る社会 的労働の 生 産 力 の 展 開とし て 、 1・「

他方 で は社会的分業の 展開
’
と して 理 解 して い る とい う こ と が 言 え る の で 南る

。
費 だ し

、
レ ー＝

・ の場合・祉会 的牒 の 蹉 た つ い て ｛it・　 （1）社会 的労働の 分離の 過程・
・
（r、個別的諸鮮 の 餓

価値生 産 に お け る 1依存関係」 の 拡 大 、
と い う二 側面 が 問題 に され て お り、とくに こ の 厂依存

関係」 の 拡 大 を 促進 す る も の が 実は 機械制生 産に他 な らな い と い う こ とにな る 。
こ こ に個．別資

本 に お け る 「労働 の 社 会化」 と 個別 的諸 資本 の 使用価 値生 産の 厂依存関係」 の 拡大 と は、同
一

過 程 の 二 つ の 側面 を意味 し
、 1労 働 の 社会 化」はまさ に 社会的分業に 於 け る そ の 基 本的側面 を

構成 し て い る も の と解き れ る。 レ
ー ニ ン の 次 の 言葉 が そ れ を物語 る で あ ろ う

。 すな わ ち、　「資

本主義 の 進 歩的 な歴 史的役割 は、二 つ の 簡単 な命題 に要約 す る こ とが で き る
。 社 会的 労働 の生

藤力 の 向 上 と こ の 労 働 の 社会 化 と が 、そ れ で あ る
。 」　（レ

ーニ ン 『前掲書 』 631 頁）

　 と こ ろ で 、ジ ン メル や デ ュ ル ケ ーム 及 び高田保馬の 「分業」 の 把 握 の 仕 方 が 他 の 系 列と して ．

分析 され る 必要が あ る
。

ジ ン メ ル に お い て は 、集団 が 増大す れ ば 部分の 分化は 必然的結果を持

itらす と 考 え て い る こ と や
、 有機体の 進 化 に は 努力 を節約 し よ う と す る 原 理 が あ る よ う に 社会

分化 もい わ ぱ 労力節約 の 凍理 の
一つ で あ る と み な し て い る 。

つ ま り彼は、集 団成員 の 個性 の 進

農 が か え っ
て 集 団 の 同 質性を持 た ら す と い う 「個性定 量 の 法則 」 、、1並存 的分 化」 に対す る

　 「継起的分化」、「質的分業」に 対す る 「量的分業」な どを提 示 し て い る 。 　（G ・ジ ン メ ル

　『
’
社会 分化 論』 1890 年参 照）デ ュ

ル ケ
ー

ム に 関 し て は 、分業が労働者 の 生 産力 や
1
技術 の 増

大を もfrらす こ と を認 め つ つ も、分業 の 顕著 な役割．と して 一極 の 固有 な社 会 的
・
道徳 的秩序 を

『
確立す る こ と に あ る と み て い る

。
そ し て 分業 の 原 因 と し て 「分業 は 諸社会 の 容積 と密度 に 正比

例 して 変化 す る
。 ま 々

、 分業が 社会 の 発展過程に 即 し て 継続的に進歩す る と す れ ぱ、そ れ は 社

会 が規則正 し く密度 を大 に し て ゆ くか ら て あ り、
一般に そ の 容積を増す か ら で あ る 」 と い う立

場 で 問題 に して い る が
、

こ こ に デ ュ
ル ケ ーム の 社会学的帰 属主義の 方法が 展闢 され る と い

っ
て

も過言 で は な か ろ う
。　（E ・

デ ュ
ル ケ ー

ム 『社会分業論』 1893 年参照）高田保馬 に 関し て
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言 え ぱ
、 全体社会 に 齢 け る 各成 員の 仕事が そ れ ぞ れ 分岐 し て 居 りな が ら、統 一的な る 効果 に 向

う と い う 幽係を分業 と し て 把 握す る 見解 で あ り
、

と くに 社 会分化 の 中 心 過 程 と し て 分業 を と ら

え 、結局 は 「力 の 欲 望」 に つ きる と み て い る。そ の 際に 、分業 の 発達に つ れ て　  社会 の 異 質

性 の 増大 、  意識協働 と無意 識協働 の い ず れ か に よ る 社会 の 構造 的差異 、を もた らす とい う立

場 が指摘 さ れ て い る
。 　（高 田 保馬 『分業 論』 1913 年 、 『社会学原 理 』 1919 年 、

『社会

学概論』 1922 年参照）

　以 上 の 三 者 らの 諸見解 の 批判 と し て 前述 の
7 ル ク ス や レ ー ニ ン の 立 場 が 展 開 さ れ て い る と 考

k・ft
’
い

。

　 さて
、

T ・パ ー
ソ ン ズ に代表 され る構造、機能的分析の 立 場 で は 社会と 個 人を つ な ぐ概愈 は

「役割」で あ る が、 「社会化」 とは ま さ に こ の 役割 行動 の 獲 得 の 過 程 に 他 な ら な い わ け で あ る
。

そ して パ ー ソ ナ リ テ ィ 体系 と 社会体系 の 連関 を明 らか に す る もの と し て 1社会化」 の 概急 が 使ノ

用 され て い る。そ こ で 筆者 は社会化 の レ ベ ル を次 の 三 つ の視点 で 把 握 した い
。 （1｝個人 の 社会 化

（子 ど もの 社会化 、木人の 社会化）、  集団
・社会組織 ・其 同体な どの 社会 化、（3｝社会 的事実

1
（政 治

・
経済

・文化
・教育等） の 社会 化、と い う レ ペ ル

．
の 視角で あ る が 、い わ ゆ る 「教育の 社

会化」は （1）と（3）の レ ベ ル で考察され る 対 象で あ り、い わ ば ミ ク ゴ の 次元 の 方法 と して と ら え、

そ．し て 「労働 の 社会化⊥ を マ 9 ロ の 次 元 の 方法 と し 分析概念で あ る点 を指摘し て お きた い と思

う
。
、
’1
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