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編

集

後

記

選
举
が
行
な
わ
れ
る
度
に
、
明
治
以
来
の
日
本
の
政
治
の
無
為
に
つ
い
て
い
や
で 

も
思
い
起
さ
れ
る
三
大
失
策
が
あ
る
。

そ
の
一
つ
は
、
日
本
の
産
業
特
にH

業
化
の
た
め
に
行
な
っ
た
殖
産
工
業
政
策
が
、
 

P

本
の
工
業
の
自
立
化
を
促
進
す
る
の
で
は
な
く
む
し
ろ
そ
の
芽
を
つ
み
と
っ
て
し 

ま
つ
た
こ
と
。

そ
の
第
二
は
、
こ
れ
に
対
応
し
て
H

本
の
農
業
を
全
く
寄
生
的
な
地
主
制
の
手
に 

委
ね
、
農
業
也
産
の
発
煅
に
つ
い
て
猜
極
的
で
な
か
っ
た
こ
と
。

そ
の
三
は
、
=
:木
の
大
学
教
'#
の
大
部
分
を
私
学
の
手
に
委
ね
、
こ
れ
を
軽
視
し
、
 

営
利
主
義
と
卵
難
し
な
が
ら
こ
れ
に
寄
食
し
、
自
ら
は
強
権
主
義
若
し
く
は
帝
国
主 

義
的
教
育
に
終
始
し
、
日
本
の
国
民
又
は
国
家
の
運
営
を
そ
の
ょ
ぅ
な
軍
事
又
は
官 

僚
機
構
に
ょ
っ
て
統
轄
し
、
国
家
又
は
国
圮
を
破
綻
に
お
い
や
っ
た
こ
と

で
あ
る
。

そ
こ
に
は
，
個
の
杏
宛
、
，!:
1

山
や
平
等
の
否
宠
、
時
に
は
人
間
性
又
は
異
邦
の
祌 

や
文
化
の
西
矩
ま
で
行
な
っ
た
。

n

木
的
バ
ー
バ
リ
ズ
ム
が
文
教
の
庭
に
大
手
を
ふ
ら
て
少
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

従
っ
て
輪
入
文
化
は
す
べ
て
観
念
化
さ
れ
、
ザ
ッ
ハ
リ
ッ
ヒ
な
面
は
全
く
否
/if
さ 

れ
、
精
神
主
義
に
一
元
化
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。

事
態
が
そ
ぅ
で
あ
る
と
す
る
と
、
P

本
の
政
治
家
が
ご
く
普
通
の
市
^

的
，!:
|

覚
を 

も
ち
、
地
に
つ
い
た
政
治
活
動
を
行
な
う
こ
と
が
望
ま
れ
る
の
も
、
や
む
を
得
ぬ
こ 

と
な
の
で
あ
ろ
う
。

(

宇
足
野)

昭
和
四
十一

一
年
四
月
一
日
発
行
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御
希
塑
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方
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左
記
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購
読
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添
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御
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込
み
下
さ
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The Object and Method of Socialist Economics (II)

'  by Ayako Hirano

( I ) (Vol.60, No. 3) ‘
1 . Introduction
2. Socialist Economics and the Classical Thesis
3. Formation of Socialist Economics aiid Re-Confirmation of its Object 

( II ) (Vol.60, No. 4)
4. “Evolution” of Socialist Economics in the Soviet Union
5. ^Theory of Socialist Economy” in China an5 its Characteristics of 

Political-Economics at Socialism
( ID ) (Vol.60, No. 5)

6.. Relation of Production and Productive-force as the Prerequisite of 
Socialist Economy in Ghina 、

7. Theory. on Construction of Socialist Economy and Socialist Economics
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The confusion concerning the relation of the law of value and the 
market mechanism could be discerned even in the period after 1953, especi
ally after the 20th Congress of the Communist Party of the Soviet Union, 
when criticism was levelled at the excessive centralisation in a planned 
economy. The postulate of abandoning hyper-centralization and employing 
the market mechanism was formulated as one of giving more scope to the 
law of value, I think that in the light of our considerations it should be 
clear that these postulates are not identical； In planning proportions in a 
socialist economy we should take into ■ account, within defined limits, the 
influence of the objective law of yalue; :we should observe the principle of 
equivalence, if we want to 玖void losses and results different from optimum; 
this is one problem. The second problem is the scope of the utilization of 
market mechanism in a socialist economy. The scope of the working of 
law of value and the scope of the possibilities of using the market 
mechanism do not coinside.


