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標
準
労
働
時
間
の

決
定
要
因

に

関
す
る

覚
書

萩

原

進

一

マ

ル

ク

ス

の

賃
金
理

論
は

､

リ

カ

ー

ド

の

｢

労
働
の

自
然
価
格
+

論
が

有
す

る

理

論
上
の

い

く
つ

か

の

難
点
を

克
服
す
る

こ

と
に

よ
っ

て
､

古
典

学
派
の

貸
金
理

論
を

大
き

く

前

進
さ
せ

た

の

で

あ

る

が
､

し

か

し
､

リ
カ

ー

ド
の

｢

労
働
の

自
然
価
格
+

論
が

有
す
る

最
大
の

難
点

と

思

わ

れ

る

｢

労
働
の

自
然
価
棉
+

そ

れ

白
身
の

変
動
メ

カ

ニ

ズ
ム

の

分
析
の

欠
陥
は

､

マ

ル

ク

ス

に

よ
っ

て

も

な

お

克
服
さ

れ

え

な
か

っ

た
｡

リ

カ

ー

ド

は

｢

労

働
の

自
然
価
格
+

の

内
実
に

つ

い

て
､

｢

労
働
の

自
然
価

格
は

､

食

料
お

よ

び

必

需
品
で

評
価
さ

れ

る

に

し

て

も
､

絶
対

的
に

固
定
不

変
な

も
の

と
､

解
さ

れ
て

は

な

ら
な
い

｡

そ

れ

は
､

同
一

の

国
に

お

い

て

も

時
代
が

違
え

ば

変
わ

る

し
､

ま
た

国
が

適
え

ば

き

わ

め
て

い

ち
じ

る

し

く
相
違
す
る

の

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

で

あ

る
｡

そ

れ
は

､

本

質

的
に

ほ

人

民
の

習

慣
と

風
俗
《
t

F
e

訂
b
-

t

∽

(

1
)

甲
ロ

P

2
払
t

O

ヨ
∽

O
h

t

ビ
e

匂
e

O

p
-

2

》

に

依
存
し

て

い

る
+

と

述
べ

て

い

る
｡

す
な

わ

ち
リ

カ

ー

ド

は
､

一

方
で

は

｢

労
働
の

自
然
価
格
+

の

歴
史
的
可

変
性
を

正

し

く

指
摘
し

て

お

き

な
が

ら
､

他
方
で

､

そ

の

可
変
性
の

根
拠

を

｢

人
民
の

習
慣
と

風
俗
+

の

相
違
あ
る

い

ほ

変
化
に

求
め

る
に

と

ど

ま

り
､

｢

人

民
の

習
慣
と

風
俗

+

す
な

わ

ち

労
働
者
の

慣
習
的
生

活
水

準
(

な

招

い

し
は

生

活
構
造
)

そ

れ

自
体
が

い

か

な

る

経
済
的
メ

カ

ニ

ズ

ム

を
つ

う

じ
て

変
化
し

て

い

く
か

を

明

ら
か

に

し

な

か
っ

た
｡

こ

の

点
が

明
ら

か

に

さ

れ
て

い

な
い

こ

と

は
､

リ

カ

ー

ド

の

｢

労
働
の

自
然
価
格
+

論
が

有
す

る

最
大
の

難
点
で

あ

る

と
い

っ

て

よ
い

｡

と
こ

ろ
で

マ

ル

ク

ス

の

賃
金
理

論
に

お
い

て

も
､

リ

カ

ー

ド

の

｢

労
働
の

自
然
価
格
+

論
と

同
様
に

､

賃

金
水
準
形
成
の

基
軸
と

な

る

｢

労
働
力
の

価
値
+

の

内
容
に

つ

い

て

｢

労

働
力
の

価
値
規
定
は

､

他
の

諸
商
品
の

場
合
と

は

違
っ

て
､

あ

る

歴
史
的

な

ま
た

は

道
徳
的
な

要
素
を

含
ん

で

い

る
+

と

指
摘
さ

れ
て

お

り
な

が

ら

も
､

｢

歴
史
的
な

ま

た

は

道
徳
的
な

要
素
+

を

含
ん

だ

｢

必

要

生

活

資

料

の

平
均
範
囲
+

そ

れ

自
体
の

変
化
の

経
済
的
メ

カ
ニ

ズ

ム

ほ

明

ら
か

に

さ

れ
て

い

な
い

｡

従
っ

て
､

少
な

く

と

も
こ

の

点
に

関
し

て

は
､

マ

ル

ク

ス

の

賃
金
理

論
は

リ

カ

ー

ド

賃
金
理

論
の

理

論
的
水
準
を

一

歩
も

出
て

い

な

い

と

言
わ

ぎ
る

を

え

な
い

の

で

あ

る
｡

●

マ

ル

ク

ス

の

貸
金
理

論
が

､

貸
金
理

論
の

核
心

的
部
分
と

も
い

え
る

点

に

お

い

て
､

こ

の

よ

う
な

難
点
を

有
し
て

い

る

た

め

に
､

マ

ル

ク

ス

賃
金

理

論
の

貸
金
学
説
史
上

で

の

位
置
づ

け
に

関
し
て

い

く
つ

か

の

異
な
っ

た

解
釈
を

生

む

結
果
に

な
っ

た
｡

例
え

ば
､

マ

ル

ク

ス

の

賃
金
理

論
を

､

古

典
学
派
の

生

存
費
説
と

同

種
の

も
の

と

見
倣
す

通
説
的
解
釈
以

外
に

､

マ

ル

ク

ス

の

失
業
累
増
論
と

結
合
さ

せ

て

貸
金
水
準
の

絶
対

的
低
下

論
と

解

釈
す
る

見
解
や

､

あ

る

い

は
､

勢
力
説
の

一

種
と

見
倣
す

解
釈
な

ど
が

提

起
さ

れ
で

き
て

い

る
｡

マ

ル

ク

ス

の

貸
金
理

論
を

勢
力
決

定
説
《

句
○

ヨ
e

旨
琶
→

豊
(

又
は

団
体

交
渉
力
決
定
説
《

野
コ
叫

p
-

n

ど
叫

t

訂
○

→

造
)

の
一

種
と

見
倣
す

解
釈
は

､

マ

ル

ク

ス

が
､

労
働
力
の

再
生

産
に

必

要
な

｢

必



( 7 5 ) 研 究 ノ ー

ト

､

､

粟
生

括
資
料
の

平
均
範
囲
+

に

｢

歴
史
的
な

ま

た
ほ

道
徳
的
な

要
素
+

を

含
ま
し

め
､

資
本
主
義
社
会
に

お

い

て

も

生

活
水
準
が

歴
史
的
に

向

上

し

う
る

こ

と

を

認
め
て

お

り

な

が

ら
､

他
方
で

､

生

活
水
準
の

歴
史
的
規
定

を

経
済
学
的
に

明

ら
か

に

し

な
い

ま

ま
に

労
働
者
の

賃
金
引
上

げ

闘
争
の

有
効
性
を

主
張
し
て

い

る

こ

と

を

根
拠
に

し
て

､

提
起
さ

れ

て

き

て

い

る
｡

モ

ー

リ
ス

･

ド
ァ

プ

の

『

貸
金
論
』

に

お

け
る
マ

ル

ク

ス

解

釈
も

､

若
干

の

限
定
が

付
せ

ら

れ
て

い

る

と

は
い

え
､

大
筋
に

お

い

て

は

以

上
に

述
べ

た

よ

う
な
コ

ン

テ
ク

ス

ト

に

お
い

て

マ

ル

ク

ス

賃
金
理

論
を

勢
力
説
の

一

種
と

見
倣
す

見
地
に

立
っ

て
.
い

る
｡

ド
γ

プ

の

マ

ル

ク

ス

解

釈
は

､

第
一

に
､

『

資
本
論
』

に

ほ

何
ら

言
及
せ

ず
に

も
っ

ぱ

ら

『

賃
金

･

価

格
･

利

潤
』

に

依
拠
し
て

マ

ル

ク

ス

貸
金
論
の

性
格
づ

け
を

行
な

っ

て

い

る

点
で

一

面
的
で

あ

り
､

第
二

に
､

『

賃
金

･

価
番

･

利
潤
』

で

展
開
さ

れ
て

い

る

マ

ル

ク

ス

の

賃
金
闘
争
論
を

自
己

流
に

曲
解
し

て

い

る

点
で

誤

謬
を

含
ん

で

い

る
｡

し
か

し
､

こ

れ

ら
の

点
に

つ

い

て

ほ
､

本
稿
の

テ

ー

マ

と
い

ち

お

う
無
関
係
な
の

で
､

こ

れ

以

上
こ

こ

で

触
れ

る

必

要
は

な
い

と

思
わ
れ

る
｡

ド
ッ

プ

の

マ

ル

ク

ス

賃
金
論
解
釈
に

つ

い

て

こ

こ

で

問
題
に

す
る

必

要
が

あ

る

の

は
､

労
働
力
の

再
生

産
資
す
な

わ

ち

労
働
者
の

慣
習
的
生

活

水
準
の

歴
史
的
規
定
を

､

経
済
学
に

基
づ

い

て

明
ら

か

に

す

る

方
向

を
と

ら

ず
に

､

勢
力
説
に

飛
躍
さ

せ
て

し

ま

う

方
法
論
的
=

理

論
的
誤
謬
に

つ

い

て

で

あ
る

｡

な

る

ほ

ど
マ

ル

ク

ス

ほ
､

生

活
水
準
の

歴
史
的
規
定
を

､

『

資
本
論
』

に

お

い

て

も

経

済
学
的
に

は

与
え

て

い

な
い

｡

し
か

し
､

生

活
水
準
の

歴
史
的
規
定
を

経
済
学
的
に

明
ら
か

に

す

る

場
合
に

必

要
な

諸

理

論
が

『

資
本
論
』

に

お

い

て

存
在
し

な
い

わ

け
で

は

な
い

｡

一

例
を

あ

げ

る

と
､

資
本
蓄
積
論

､

な
か

ん

ず
く

『

資
本
論
』

第
一

巻
第
七

篇
第
二

三

幸
に

展
開
さ

れ

て

い

る

資
本
主
義
社
会
に

特
有
な

人

口

法
則
は

､

生

活

水

準
の

歴
史
的
規
定
を

明
ら
か

に

す
る

カ

ギ

と

な

る

も
の

と
い

っ

て

よ
い

｡

労
働
力
の

価
値
規
定
は

資
本
蓄
積
論
に

よ
っ

て

与
え

ら

れ

る

の

で

あ

る
｡

貸
金
理

論
に

つ

い

て

以
上
の

ぺ

た

事
柄
は

､

本
稿
の

テ

ー

マ

で

あ

る

労

働
時
間
の

決
定
要
因
に

つ

い

て

も

同
様
に

妥
当
す
る

｡

労
働
時
間
の

決
定

メ

カ

ニ

ズ

ム

の

検
討
を

課
題
と

す
る

本
稿
が

､

貸
金
論
の

問
題
に

あ

え
て

言
及

し
た

の

は
､

問
題
の

性
蒋
が

類
似
し
て

い

る

た

め

で

あ

り
､

『

資
本

論
』

の

労
働
時
間
論
に

お

け

る

勢
力
説
的
偏
向
を

是
正

す

る

に

は

賃
金
論

の

場
合
と

同
様
に

資
本
蓄
積
論
の

視
点
が

必

要
で

あ

ろ

う
と

思
わ
れ

る

か

(

2
)

ら
に

ほ

か

な

ら

な
い

｡

(

1
)

一

句
○
サ
打
払

p

ロ

a

C
O
→

諾
払

匂
O

n
血

訂
ロ
O
e

の

C

巾

ロ
P

5 .

d

河
-

2
コ

ぎ
e

P

b

叫

吋
.

∽

キ
P

鞘
p

､

く
○
-

.

-
､

p

9

宗
-
笥
.

(

訳

文

は

岩

波

文

庫
の

小

泉

信
三

訳
か

ら

引

用
)

(

2
)

賃
金

論
､

労
働
時
間

論
に

関

し
て

蓄

積

論
的

=

労

働

市

場

論

的

ア

プ

ロ

ー

チ

の

必

要

性

を

提

起

し
た

の

は

宇

野
弘

蔵

教

授
で

あ
る

｡

岩

波

全

書

『

経

済
原

論
』

七

〇
｡

ヘ

ー

ジ

を

参

照
｡

二

マ

ル

ク

ス

の

労
働
時
間
論
は

､

『

資
本
論
』

第
一

巻
第
八

草
に

展

開
さ

れ

て

い

る

こ

と

は

周

知
の

と

お

り
で

あ

る

が
､

こ

の

事
は

七
つ

の

節
か

ら

構
成
さ

れ

て

い

る

こ

と
か

ら
も

明

ら
か

な

よ

う
に

､

『

資
本
論
』

に

お

い

て

は

極
め

て

長
大
な

章
を

な

し
て

い

る
｡

し
か

し
､

労
働
時
間
の

理

論
的

な

規
定
は

､

第
一

節
｢

労
働
日
の

限
界

+

と

第
五

節
｢

標
準
労
働
日
の

た

め
の

闘
争

､

一

四

世

紀
中
葉
よ

り
一

七

世
紀
末
に

至

る

労
働
日
の

延
長
の

乃
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た

め

の

強
制
法
+

の

前
半
で

な

さ

れ

て

い

る

だ

け
で

あ

り
､

他
の

部
分
は

理

論
的
規
定
を

補
足
す
る

実
証

的
叙
述
に

す

ぎ

な
い

｡

と
こ

ろ

で

第
一

節

｢

労
働
日

の

限
界
+

で

展
開
さ

れ

て

い

る

労
働
時
間
の

理

論
的
規
定
を

整

理
し

て

み

る

と
､

以

下
に

の

ぺ

る

よ

う

な

論
理

構
成
を

と
っ

て

い

る
｡

山
､

第
八

草
｢

労
働
日
+

は
､

絶
対

的
剰
余
価
値
論
の

系
論
と

し
て

展

開
さ

れ

て

い

る
た

め
に

､

労
働
時
間
の

長
さ

を

規
定
す
る

社
会
的
要
因
の

分
析
に

焦
点
が

置
か

れ

て

い

る
｡

従
っ

て
､

必

要
労
働
時
間
を

所
与
と

し
､

剰
余
労
働
時
間
の

長
さ

を

規
定
す

る

要
因
を

明

ら
か

に

す
る

こ

と
が

中
心

的
問
題
を

な

し
て

い

る
｡

必

要
労
働
時
間
は

一

定
と
い

う
前
提
に

立
っ

て
､

労
働
時
間
の

長
さ

の

規
定
要
因
を

明

ら
か

に

す
る

方
法
を

と
っ

て

い

る

の

で
､

労
働
時
間
の

限
界
は

も

つ

ば

ら

剰
余
労
働
時
間
の

長
さ

に

よ
っ

て

規

定
さ

れ

る
こ

と
に

な
る

｡

必
､

剰
余
労
働
は

､

｢

社
会
の

一

部
が

生

産
手
段
を

独

占
し

て

い

る

と

こ

ろ
で

は
+

ど
こ

に

で

も

存
在
す
る

と

言
え
る

が
､

資
本
主
義
社
会
に

お

け

る

剰
余
労
働
は

特
殊
な

性
格
を

有
し
て

い

る
｡

そ

れ

は
､

封
建
社
会
の

よ

う
に

｢

生

産
物
の

交
換
価
値
で

は

な

く
､

使
用
価

値
が

主
た

る

地

位
に

あ

る

ば

あ

い

に

ほ
､

剰
余
労
働
は

､

あ

る

い

ほ

狭
く

あ

る

い

は

広
く

､

欲

望
範
囲
に

よ
っ

て

制
限
さ

れ
て

い

て
､

剰
余
労
働
に

た
い

す
る

無
制
限
の

(

3
)

欲
望
は

､

生

産
そ

の

も
の

の

性
格
か

ら
は

生

じ

な
い

｡

+

し

か

る

に
､

資

本
主
義
社
会
に

あ
っ

て

は
､

生

産
そ

の

も
の

が

剰
余
価
値
の

量
的
増
進
を

目

的
に

し

て

い

る
の

で
､

資
本
は

剰
余
労
働
に

た
い

す
る

無
制
限
の

渇
望

を
も

ち
､

そ

れ

は

労
働
時
間
の

無
制
限
の

延
長
へ

の

衝
動
と

し

て

現
わ

れ

る
｡

仏
､

と

は
い

え
､

労
働
時
間
に

は

自
然
必

然
的
な

上

限
と

下
限
の

粋
が

あ

り
､

労
働
時
間
の

限
界
《

G

3
n

琵
》

は
､

こ

の

上

限
･

下
限

の

限

度

摺

《

哲
F
り

2
ロ

打
e

》

の

枠
内
の

ど

こ

か

で

決
定
さ

れ
る

｡

下
限

-
す

な

わ

ち

最
低
限
度

《

呂
-

ロ
ー

m
巴
告

ぎ
巴
-

軒
e

》

-
ほ

､

剰
余
労
働
時
間
が

ゼ

ロ

に

等
し
い

場
合
の

労
働
時
間
で

あ

る

が
､

し

か

し

｢

資
本
主
義
的
生

産
様
式

の

基
礎
の

上
で

は
‥

･
…

労
働
日

は
､

決
し

て

こ

の

最
低
限
ま

で

は

短
縮
さ

(

4
)

れ

る

こ

と

は

な
い

｡

+

従
っ

て
､

よ

り

重

要
と

な
る

の

は

上

限

の

規

定
で

あ

る
｡

労

働

時

間
の

最
大

限

度
《

2
F
巴

ヨ
巴
∽
○

け

岩
p

ロ

打
e

》

に

つ

い

て

マ

ル

ク

ス

は

次
の

よ

う
に

述
べ

て

い

る
｡

｢

労
働
日

は
､

あ

る

限

界

以

上

に

は

延
長
さ

れ

え
な
い

も

の

で

あ
る

｡

こ

の

最
大
限
皮
は
二

重
に

規
定
さ

れ

て

い

る
｡

第
一

に

は
､

労
働
力
の

肉
体
的
限
界
に

よ
っ

て
｡

人

間
は

､

二

四

時
間
と
い

う
一

つ

の

自
然
日
の

あ
い

だ

に

ほ
､

一

定
量
の

生

命
力
し

か

支

出
す
る

こ

と

が

で

き

な
い

｡

…
‥

二

日
の

あ

る

部
分
の

あ
い

だ
､

力

は

休
息
し

､

睡
眠
せ

ね

ば

な

ら

ず
､

他
の

あ

る

部
分
の

あ
い

だ
､

人

間
は

､

食
い

､

身
を

清
め

､

着
る

と
い

う
よ

う
な

､

他
の

肉
体

的
欲
望
を

充
た

さ

ね

ば

な

ら

な
い

｡

こ

の

純
粋
に

肉
体
的
限
界
の

ほ

か

に
､

労
働
日
の

延
長

は
､

精
神
的
な

諸
限

界
に

ぶ

つ

か

る
｡

労
働
者
は

､

清
神
的
お

よ

び

社
会

的
諸
欲
望
を

充
た

す
た

め
の

時
間
を

必
要
と

し
､

そ

し

て

こ

れ

ら
の

欲
望

の

範
囲
と

数
と

は
､

一

般
的
な

文
化
状
態
に

よ
っ

て

規
定
さ

れ

て

い

る
｡

し

た

が

っ

て
､

労
働
日
の

変
化
は

､

肉
体
的
お

よ

び

社
会
的
限
界
の

内
部

ヽ

ヽ

ヽ

を

動
く

｡

し
か

し
､

二

つ

の

限
界
ほ

､

非
常
に

弾
力
性
の

あ

る

も

の

で

あ

(

5
)

っ

て
､

き

わ

め

て

大
き

な

変
動
の

余
地

を

ゆ

る

す
｡

+

(

こ

の

マ

ル

ク

ス

の

規
定
を

､

こ

こ

で

は

労
働
時
間
の

シ

ュ

ラ
ン

ケ

規
定
と

名
づ

け

て

お

く
｡

)

こ

の

シ

ュ

ラ

ン

ケ

規
定
に

続
い

て
､

労
働
時
間
の

グ
レ

ン

ツ

ェ

規
定
が

展

開
さ

れ

る
｡

′

一
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も

仙
､

労
働
力
の

売
買
は

､

貸
金
と

労
働
時
間
に

関
す

る

労
資
の

売
買
契

約
を
も
っ

て

な

さ

れ

る
｡

賃
金
は

､

労
働
力
の

価
値
に

則
っ

て
､

い

い

か

え
れ

ば

｢

商
品
交
換
の

法
則
+

を

拠
り

ど
こ

ろ
に

し
て

決
定
さ

れ

る
｡

し

か

し

労
働
時
間
(

す

な
わ

ち

資
本
家
に

よ
る

労
働
力
の

使
用
時
間
)

の

契

約
に

関
し
て

は
､

拠
り
ど
こ

ろ

と

な
る

｢

法
則
+

は

存
在
し

な
い

｡

従
っ

て
､

労
働
時
間
の

契
約
は

､

労
働
力
の

長
時
間
使
用
を

権
利
と

考
え
る

資

本
家
の

主
張
と

､

労
働
力
の

円

滑
な

再
生

産
を

保
障
す

る

合
理

的
な

標
準

労
働
時
間
を

要
求
す

る

こ

と

を

権
利
と

考
え

る

労
働
者
の

主
張
と
の

､

こ

の

相
互
に

対

立
す

る

主
張
の

交
叉
に

お
い

て

な
さ

れ
る

以

外
に

は
､

決
め

手
は

な
い

の

で

あ
る

｡

そ
こ

で

マ

ル

ク

ス

は

次
の

よ

う
に

グ

レ

ン

ツ
ェ

規

γ

エ

ラ

ソ

ケ
ン

定
を

与

え
る

｡

｢

要
す
る

に
､

全
く

弾
力
性
の

あ

る

詔
制
限
を

別
と

す

れ

〆
レ

ソ

ツ

エ

ば
､

商
品
交
換
そ
の

も

の

の

性
質
か

ら

は
､

労
働
日

の

い

か

な

る

限
界
も

､

し

た
が

っ

て

剰
余
労
働
の

い

か

な

る

限
界
も

､

生

じ

な
い

の

で

あ
る

｡

資

本
家
は

､

労
働
日

を

で

き

る
か

ぎ

り

延
長
し

…

…

よ

う
と

す
る

ば

あ
い

に

ほ
､

彼
の

買
い

手
と

し
て

の

権
利
を

主
張
す

る
｡

他
面
で

は
:

…
･

労
働
者

は
､

彼
が

労
働
日

を
一

定
の

標
準
的
な

大
い

さ

に

制
限
し
よ

う
と

す

る

ば

あ
い

に

は
､

売
り

手
と

し

て

の

彼
の

権

利
を

主
張
す
る

｡

し

た

が
っ

て
､

こ

こ

に

は
一

つ

の

二

律
背
反
が

､

と

も
に

等
し

く

商
品
交
換
の

法
則
に

よ

っ

て

確
認
さ

れ

た

権
利
と

権
利
と
の

対

立
が

生

じ

る
｡

同

等
な

権
利
と

権

利
と
の

あ
い

だ

で

は
､

カ
《

G
①

弓
巴
t

》

が

こ

と

を

決

す
る

｡

か

く

て
､

資
本
主
義
的
生

産
の

歴
史
に

お

い

て

は
､

労
働
日
の

標
準
化
は

､

労
働
日

の

詔
制
限
を

め

ぐ

る

闘
争
と
し

て

現
わ

れ

る

ー
全
資
本
家

､

す

な

わ

ち

資

漣
腺
階
級
と

全
労
働
者
す
な

わ

ち

労
働
者
階
放
と
の

あ
い

だ

の
一

関
争

と

し

て
+

と
｡

マ

ル

ク

ス

の

労
働
時
間
論
の

骨
子
は

､

以

上
山

～

㈲
に

整
理

し

た
よ

う

な

論
理

構
成
を

と
っ

て

い

る
｡

『

資
本
論
』

第
一

巻
第
八

草
第

一

節
の

論

理
を

､

こ

こ

で

あ

ら
た

め
て

長
々

と

再
説
し

た

の

は
､

こ

の

論
理

構
成
が

も
っ

て

い

る

重

大
な

難
点
を

指
摘
し

て

お

く

必

要
が

あ

る

と

思
わ

れ

る

か

ら
に

ほ
か

な

ら

な
い

｡

(

3
)

内
･

呂

罵
H

}

U
p
仏

内

名
ざ
P
-

､

控
r

.

-
-

浣
.

N

£
-
窒
令

.

邦

訳

三

〇
三

上
二

〇

四
ペ

ー

ジ
｡

(

原

書
は

一

九
六

一

年
の

デ
ィ

ー

ツ

版

第
一

巷
を

､

邦

訳

は

向

坂

逸

郎

訳
の

四

冊

本

中

の

第
一

分

冊

を

使

用
｡

)

(

4
)

-

b

訂
r

)

叩

N

吉
､

邦

訳
､

二

九
九
ペ

ー

ジ
｡

(

5
)

岩
-

チ
00

.

N

合
､

邦

訳
､

三

〇

〇
ペ

ー

ジ
｡

(

6
)

;

芦
､

∽
･

N

念
-

邦

訳
､

三

〇

三
ペ

ー

ジ
｡

三

『

資
本
論
』

第
一

巻
第
八

草
第

一

節
に

お

け
る

労
働
時
間
の

グ
レ

ン

ツ

ェ

規
定
に

は
､

以

下
に

の

ぺ

る

よ

う
な

基

本
的
欠

陥
が

あ

る

よ

う
に

思
わ

れ

る
｡

第
一

に
､

マ

ル

ク

ス

は
､

労
働
力
の

売
買
契
約
に

関
し
て

､

賃
金
契
約

は

｢

労
働
力
の

価
値
+

ど
お

り
の

交
換

､

い

い

か

え

れ

ば

等
価
交
換
と
い

ぅ
｢

商
品
交
換
の

法
則
+

が

準
拠
基
準
に

な

り

う
る

と

し
､

そ

れ

に

対

し

て

労
働
時
間
契
約
に

は
そ

の

よ

う
な

基
準
は

存

在
せ

ず
､

｢

商
品
交

換
の

法
則
に

よ
っ

て

確
認
さ

れ

る

権
利
と

権
利
の

対

立
が

生
じ

…
=

カ
が

こ

と

を

決
す
る
+

と
し

て

い

る

点

で

あ

る
｡

商
品
交
換
と
い

う
行

為
の

拠
り
ど

こ

ろ

と

な
る

原
則
は

等
価
交
換
の

原
則
で

あ

る

と
い

う
こ

と
は

確
か

に

そ

7 7
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の

と

お

り
で

あ

る

が
､

し
か

し

こ

の

等
価
交
換
原
則
を

直
接
的
に

実
現
で

き

な
い

と

こ

ろ

に

商
品
経
済
の

特
徴
が

あ

る

と
い

え
る

｡

等
価
交
換
の

原

則
は

､

商
品
の

需
給
不

均

衡
を

均
衡
化
せ

し

め

る

市
場
メ

カ

ニ

ズ

ム

を
つ

う
じ
て

傾
向
的
に

実
現
さ

れ
て

い

く
も

の

で

あ

る
こ

と
は

､

あ

ら
た

め

て

指
摘
す
る

ま

で

も

な
い

こ

と
で

あ

ろ

う
｡

こ

の

こ

と

は

労
働
力
と
い

う

特

殊
な

商
品
の

｢

交
換
+

に

つ

い

て

も

妥
当
す

る
｡

労

働
者
が

､

自
己
の

労

働
力
を

｢

労
働
力
の

価
値

+

に

も

と
づ

い

て

売
る

こ

と
は

直
接
的
に

は

で

き

な
い

し
､

同
様
に

資
本
家
も

､

労
働
力
を

価
値
に

も

と
づ

い

て

買
う
こ

と
は

直
接
的
に

は

で

き

な
い

の

で

あ
る

｡

労
働
力
の

日

価
値
の

貨
幣
表
現

で

あ
る

日

給
が

い

く
ば

く

で

あ
る

か

と
い

っ

た

事
柄
は

､

元
来
計
算
に

よ

っ

て

明
ら
か

に

な

る

こ

と

で

は

な
い

｡

従
っ

て

労
働
力
の

価
値
の

素
材
的

内
容
を

な

す

慣
習
的
生

活
水
準
の

変
動
過
程
を

明
ら

か

に

し

よ

う
と

す
る

場
合
は

勿
論
の

こ

と
､

労
働
時
間
の

変
動
要
因
を

明

ら

か

に

す

る

場
合
に

も
､

｢

商
品
交
換
の

法
則
+

を

論
理

的
媒
介
項
に

し

て

は

な

ら

な

い

と

い

え

よ

う
｡

マ

ル

ク

ス

の

価
値
論
に

お

い

て

は
､

価
値
実
体

論
が

価
値
形
態

論
に

先

行
し
て

展
開
さ

れ

て

お

り
､

そ
れ

ゆ

え

等
価
交
換
を

前
提
に

し
て

価
値
形
態
論
が

展
開
さ

れ

て

い

る

事
は

周
知
の

と

お

り

で

あ

る

が
､

こ

う

し

た

価
値
論
の

展
開
方
法
に

伴
な

う

難
点
が

､

こ

の

『

資
本
論
』

第
一

巻

第
八

草
の

.
労
働
時
間
論
に

そ
の

ま

ま

再
現
さ

れ

て

い

る

よ

う
に

思
わ

れ
る

｡

第
二

に
､

マ

ル

ク

ス

は

貸
金
契
約
と

労
働
時
間
契
約
と

は

全
く

異
質
な

も
の

で

あ

る
か

の

よ

う
に

扱
っ

て

い

る
が

､

こ

の

点
も

問
題
で

あ
る

｡

貸

金
は

｢

商
品
交
換
の

法
則
+

に

則
っ

て

労
働
力
の

価
値
ど

お

り
に

取
引
さ

れ

う
る

が
､

労
働
時
間
の

限
界
は

｢

商
品
交
換
そ

の

も

の

の

性
質
か

ら

は

…
生

じ

な
い

+

と
さ

れ

て

い

る
｡

こ

の

指
摘
は

次
の

二

つ

の

点
か

ら
い

っ

て

検
討
を

要
す

る
｡

第
㊨
に

ほ
､

マ

ル

ク

ス

ほ
一

方
で

は

労
働
時
間
の

門

限
界
は

｢

商
品
交
換
の

性
質
か

ら
は
:
･

生
じ

な
い

+

と

言
い

な

が

ら
､

他

方
で

労
働
時
間
の

決
定
に

関
す
る

労
資
双

方
の

権
利
の

主
張
に

つ

い

て

は

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

･ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

｢

と

も

に

等
し

く

商

品
交
換
の

法
則
に

よ
っ

て

確
認
さ

れ
た

権
利
と

権
利

と
の

対

立
+

で

あ

る

と

述
べ

て

い

る

が
､

前
者
の

主
張
と

後
者
の

主
張
は

明

ら
か

に

相
矛

盾
し
て

い

る
｡

労
働
時
間
の

契
約
に

関
す
る

資
本
家
の

権

利
に

つ

い

て
､

マ

ル

ク

ス

は
､

｢

資
本
家
ほ

で

き

る

か

ぎ
り

労

働

日

を

延

長
し

､

そ

し

て

で

き

れ
ば

､

一

労
働
日
を

二

労
働
日
に

し
よ

う

と

す
る

ば

あ
い

に

は
､

彼
の

買
い

手
と

し
て

の

権
利
を

主
張
す

る
+

と

述
べ

て

い

る

が
､

労
働
力
と
い

う
特
殊
な

商
品
の

｢

商
品
交
換
の

法
則
+

に

は

労
働
力

の

再
生

産
を

保
障
す

る

労
働
時
間
で

の

｢

交
換
+

と
い

う

規
定
が

内
包
さ

れ
て

い

る

の

で

あ

る

か

ら
､

こ

う

し
た

資
本
家
の

権
利
主
張
を

｢

商
品
交

換
の

法
則
に

よ
っ

て

確
認
さ

れ
た

権
利
+

と

す
る

の

は

妥
当
で

は

な
い

｡

さ

ら
に

､

労
働
者
が

労
働
力
の

再
生

産
を

保
障
す
る

標
準
労
働
時
間
を

要

求
す
る

と
い

う
こ

と

は
､

｢

商
品
交
換
の

法
則
に

よ
っ

て

確
認
さ

れ

た

権

利
+

で

あ

る

と

す
る

の

も

同
様
に

､

､

､

ス

･

リ

ー

デ
ィ

ン

グ

で

あ

る
｡

｢

労

働
力
の

価
値
は

､

労
働
者
の

再
生

産
､

ま
た

は

労
働
者
階
級
の

繁
殖
に

必

要
と

さ

れ
る

諸
商
品
の

価
値
を

包

含
す

る
｡

し

た
が

っ

て
､

資
本
が

そ
の

自
己
増
殖

へ

の

無
制
限
な

衝
動
に

よ
っ

て
､

必

然
的
に

追
求
す

る

労
働
日

の

反
自
然
的
な

延
長
が

､

個
々

の

労
働
者
の

生

存
期
間

､

お

よ

び

そ

れ

と

と

も
に

､

彼
ら
の

労
働
力
の

持
続
期
間
を

短

縮
す
る

な

ら
ば

､

消
耗
し

た

労
働
力
の

よ

り

急
速
な

補
填
が

必

要
と

な

り
､

し
た

が

っ

て
､

(

7
)

再
生

産
に

よ

り

多
額
の

消
耗
補
充
費
を

要
す

る
こ

と

と

な

る
+

労
働
力
の

と
マ

ル

ク

ス

は

述
べ

て

お

り
､

こ

の

指
摘
は
こ

の

限
り
に

お

い

て

は

正

し
い

｡

し
か
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し
､

長
時
間
労
働
は

｢

消
耗
補
充
費
+

の

増
加
を

媒
介
に

し

て

労
働
力
の

価
値
を

上

昇
さ
せ

る

の

で
､

長
時
間
労
働
に

と
も

な

う
｢

消
耗
補
充
費
+

の

増
加
分
を

含
ま

な
い

賃
金
は

｢

商
品
交
換
の

法
則
+

に

反
す

る
､

従
っ

て

既
存
の

労
働
力
の

価
値
=

賃
金
に

み

合
っ

た

適
正

な

標
準
労
働
時
間
を

労
働
者
が

要
求
す
る

の

は

｢

商
品

交
換
の

法
則
に

よ
っ

て

確
認
さ

れ

た

権

利
+

で

あ
る

､

と
い

う
こ

と
に

は

な

ら
な
い

｡

労
働
時
間
の

契
約
に

お

け

る

労
働
者
の

主
張
が

､

こ

の

よ

う

な

｢

商
品
交
換
の

法
則
+

を

棍
拠
に

し

て

な

さ
れ

る

事
態
は

現
実
に

想
定
で

き

な
い

｡

｢

消
耗
補
充
費
+

の

増
加

を

予
想
し

て

労
働
時
間
の

標
準
化
を

権
利
と

し

て

要
求
す
る

こ

と

自
体
不

可
能
な
こ

と

で

あ

る
｡

い

ず
れ
に

し

て

も

｢

商
品

交
換
の

法
則
に

よ
っ

て

確
認
さ

れ

た

権
利
と

権
利
の

対

立
+

な

る

も

の

ほ
､

事
態
連
合
的
な

抽
象

と
は
い

え

な
い

で

あ

ろ

う
｡

第
⑧
に

､

貸
金
と

労
働
時
間
の

決
定
ほ

､

労

働
契
約
に

お

い

て

は

同
時
に

統
一

的
に

な

さ

れ

る

も
の

と

考
え
る

ぺ

き

で

あ
っ

て
､

貸
金
ほ

｢

商
品

交
換
の

法
則
+

に

も

と

づ

き
､

労

働

時
間

は

｢

商
品
交
換
の

法
則
に

よ
っ

て

確
認
さ

れ

た

権
利
と

権
利
の

対

立
+

に

も

と

づ

き
､

各
々

別
個
に

契
約
さ

れ

る

と

考
え

る
ぺ

き
で

は

な
い

｡

賃
金
と

労
働
時
間
ほ

､

双

方
と

も

に

各
々

労
資
の

要
求
の

対
立

す
る

中
で

､

し
か

も

双

方
と

も

｢

商
品
交
換
の

法
則
+

と

は

さ

し

あ
た

り

は

全
く

無
関
係
に

､

且
つ

双

方
が

一

体
と

な
っ

て
一

つ

の

｢

労
働
条
件
+

と

し

て

取
引
さ

れ
て

(

8
)

い

る
の

で

あ
る

｡

第
三

に
､

マ

ル

ク

ス

ほ
､

労
働
時
間
の

シ

三
フ

ン

ケ

規
定
と

グ
レ

ン

ツ

ェ

規
定
を

唆
別
し
､

そ
の

う
え
で

グ

レ

ン

ツ
ェ

規
定
を

主
と

し
て

考
察
し

て

い

る

の

で

あ

る

が
､

シ

ュ

ラ
ン

ケ

規
定
と

グ
レ

ン

ツ
ェ

規
定
は

も
と

も

と

唆
別
さ

れ

る
ぺ

き

も
の

で

は

な
い

｡

労
働
時
間
論
の

中
心

テ
ー

マ

は
シ

ユ

ラ

ン

ケ

規
定
に

あ

り
､

マ

ル

ク

ス

の

い

わ

ゆ
る

グ
レ

ン

ツ
ェ

規
定
は

シ

ュ

ラ

ン

ケ

規
定
に

解
消
さ

れ

る

必

要
が

あ

る

と

い

え

よ

う
｡

シ

ュ

ラ

ン

ケ

規
定
が

十

分
に

な

さ

れ

る

な

ら

ば
､

経
済
学
原
理

論
に

お

け

る

労
働
時

間
論
は

そ
れ

で

ひ

と

ま

ず
は

完
成
す
る

の

で

あ

る
｡

と
こ

ろ

で

マ

ル

ク

ス

ほ
､

労
働
時
間
の

シ

ュ

ラ
ン

ケ
に

つ

い

て
､

肉
体
的
シ

ュ

ラ
ン

ケ

と

精
神

的
(

又
は

社
会
的
)

シ

ュ

ラ

ン

ケ
の

二

重
の

シ

ュ

ラ
ン

ケ
の

存
在
を

指
摘

し
､

後
者
に

つ

い

て

は

単
に

｢

労
働
者
は

､

精
神
的
お

よ

び

社
会
的
諸
欲

望
を

充
た

す
た

め
の

時
間
を

必

要
と

し
､

そ

し

て

こ

れ

ら
の

欲
望
と

範
囲

と

数
と

ほ
､

一

般
的
な

文
化
状
態
に

よ
っ

て

規
定
さ

れ
て

い

る
+

と

指
摘

し

て

い

る

に

と

ど

ま
っ

て

い

る
｡

こ

の

指
摘
は

､

賃
金
論
に

お

け
る

労
働

力
の

価
値
規
定
に

お

け
る

欠
陥
と

よ

く

似
て

い

る
｡

す

な

わ

ち
､

労
働
力

の

価
値
は

｢

一

つ

の

歴
史
的
な

そ

し

て

道
徳
的
な

要
素
+

を

含
ん

で

い

る

と

述
べ

ら

れ

て

い

な
が

ら
､

そ

れ

は

｢

そ

れ

自
身
歴
史
的
な

産
物
で

あ
っ

て
､

し

た
が

っ

て
､

大
部
分
は

一

国
の

文
化

段
階
に

依
存
し

て

い

る
+

と

述
べ

ら

れ

て

い

る
に

す

ぎ

ず
､

そ

れ

以

上

の

分
析
が

な

さ

れ

て

い

な
い

点

で
､

両
者
は

同
質
の

難
点
を

有
し

て

い

る

の

で

あ
る

｡

以

上
三

点
に

わ
た

る

批
判
的
検
討
を
ふ

ま

え
て

､

若
干
の

結
論
を
の

べ

て

お
こ

う
｡

(

7
)

-

b
-

か
J

S
●

N

ヨ
ー

邦
訳

､

三

四

四
ペ

ー

ジ
｡

(

8
)

こ

こ

で

は

貸
金

と

労

働
時

間

と
の

相
互

関
係
に

つ

い

て

は

触
れ

な
い

｡

四

労
働
時
間
論
の

ポ

イ
ン

ト

と

い

え

る

シ

ュ

ラ

ン

ケ

規
定
は

､

労
働
力
の

乃
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価
値
の

内
実
規
定
と

同
様
に

､

資
本
蓄
積
論
に

お
い

て

明
ら

か

に

さ

れ
る

ぺ

き
で

あ
ろ

う
｡

労
働
時
間
は

､

労
資
の

勢
力
関
係
に

よ
っ

て

規
定
さ

れ

る

の

で

は
な

く
､

基
本
的
に

は

資
本
蓄
積
に

と

も

な

う
労
働
力
の

需
給
関

係
の

変
動
を

媒
介
に

し

て

｢

歴
史
的
に
+

変
動
し

て

い

く
の

で

あ

る
｡

労

働
時

間
以

外
の

生

活
時
間
に

お
い

て

充
足
せ

ね

ば

な

ら
な
い

｢

肉
体
的
欲

望
+

や

｢

精
神
的
お

よ

び

社
会
的
諸
欲
望
+

､

言
い

換
え
れ

ば

そ

れ

ら

の

諸
欲
望
を

充
足
す
る

た

め
に

必

要
な

生

活
時
間
の

変
化
ほ

､

生

活
構
造
の

変
化
な

ら

び
に

生

産
過
程
に

お

け
る

労
働
態
様
の

変
化
と

密
接
に

関
連
し

(

9
)

あ
っ

て

い

る
｡

し
か

し

な
が

ら
､

消
費
生

活
時
間
の

変
化
と

､

生

活
構
造

な

ら
び

に

生

産
退
寮
に

お

け
る

労
働
態
様
の

変
化
と

を

殊
介
す
る

も

の

は
､

労
働
市
場
の

需
給
関
係
の

動
態
以

外
に

ほ

あ

り

え

な
い

の

で

あ
っ

て
､

そ

の

意
味
で

消
費
生

活
時
間
の

長
さ

を

(

逆
に

い

い

か

え
れ

ば

労
働
時
間
の

長
さ

を
)

決
定
す

る
メ

カ

ニ

ズ

ム

は

資
本
蓄
積
に

と

も

な

う
労
働
市
場
の

変
動
に

あ

る

と
い

え

る
｡

マ

ル

ク

ス

は
､

労
働
時
間
の

長
さ

は

労
資
の

勢
力
関
係
に

よ
っ

て

決
定

さ

れ

る

と

し
､

｢

か

く
て

､

資
本
主
義
的
生

産
の

歴
史
に

お

い

て

は
､

労

働
日
の

標
準
化
は

､

労
働
日

の

諸
制
限
を

め

ぐ
る

闘

争

と

し

て

現
わ

れ

る
+

と

主

張
し
て

い

る

が
､

こ

の

規
定
は

､

労
働
時
間
の

真
の

規
定
要

因

脚

で

あ

る

資
本
蓄
積
の

メ

カ

ニ

ズ

ム

を

無
視
し
て

い

る

か

ぎ

り
､

端
的
に

言

っ

て

誤
り

と

言
っ

て

よ
い

で

あ

ろ

う
｡

そ

の

こ

と

は
､

｢

標
準
労
働
日
の

確
定
は

､

資
本
家
と

労
働
者
と

の

あ
い

だ
の

､

数
百
年
の

闘
争
の

結
果
で

(

10
)

あ

る
+

と

強
調
さ

れ

て

い

る

に

も

か

か

わ

ら

ず
､

『

資
本
論
』

第
一

巻
第

八

草
の

第
五

節
1

第
七

節
に

展
開
さ

れ

て

い

る

標
準
労
働
日

の

歴
史
的
叙

述
に

は
､

労
資
の

闘
争
の

叙
述
が

ほ

と

ん

ど

み

ら
れ

な
い

こ

と

に

よ
っ

て

も
二

不

さ

れ

て

い

る
｡

(

9
)

労
働

時

間
の

歴

史
的

規
定

要
因

と

し
て

､

｢

労
働
過

程
の

態

様
+

と

｢

生

活

構

造
+

を

重

視

す
る

見
解

は
､

氏

原
正

治
郎
氏

､

山

本

潔

氏
､

小

池

和

男

民
ら

に

よ

っ

て

提
起

さ

れ

て

い

る
｡

氏

原

正

治

郎

『

日

本

労

働

問

題

研

究
』

の

第
四

章
､

山

本

潔

｢

労
働
時
間
+

(

『

文

献
研

究
･

日

本
の

労

働

問

題
』

所

収
)

､

小

池

和

男
『

貸
金
』

の

第

三

章

第
四

節

等
を

参
照

｡

(

1 0
)

旨
訂
r

-

∽
.

N

00

N
､

邦
訳

､

三

五

〇
ペ

ー

ジ
｡

(

一

橋
大

学
大

学

院

博
士

課

程
)

′

､




