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《

研

究
ノ

ー
ト
》

ク

チ

ン

ス

キ

ー

の

窮
乏
化

実
証
論

村

橋

克

彦

｢

絶
対

的
窮
乏

化
法
則
+

あ
の

主

要
誌

て

知
ら
れ

る

ク

チ

ン

ス

キ

ー

は
､

新
版

『

資
本
主
義
下
の

労
働
者
状
態
史
』

を

刊
行
す
る

な

か

で
､

そ

の

法
則
論
と

実
証
論
に

微
妙
な

変
化
を

加
え
て

い

る

よ

う
に

思
わ

れ

る
｡

(

3
)

筆
者
は

別
稿
で

､

彼
の

窮
乏

化
汝
則
論
に

お

け
る

最
近
の

動
向
に

つ

い

て

検
討
し

た
｡

そ

れ
は

要
約
す
れ

ば
､

次
の

ご

と

く
で

あ
る

｡

-
第

一

に
､

彼
ほ

｢

絶
対

的
窮
乏

化
法
則
+

実
現
の

主
張
を

､

わ

ず
か

な

が

ら

後
退
さ

せ

て

い

る
｡

そ

れ

は
､

ア

メ

リ

カ

合
衆
国
や
オ

ー

ス

ト

ラ

リ

ア

に

お

け
る

法
則
実
現
の

一

時
的
中
断
を

認
め

た
こ

と

等
に

あ

ら
わ

れ

て

い

る
｡

そ
れ

に

も
か

か

わ

ら

ず
彼
は

第
二

に
､

窮
乏

化
法
則
を

臥
配
と

み

る

見
解
に

反

対

し
て

､

エ

ン

ゲ

ル

ス

･

レ

ー

ニ

ン

等
の

言
葉
を

引
用
し

て

あ

く

ま
で

法

則
の

実
現
を

主
張
し

た
｡

第
三

に
､

一

見
す
る

と

さ

き
に

示

し

た

第
一

占
小

と

矛

盾
す
る

こ

の

第
二

点
で

の

主
張
は

､

彼
に

お

い

て

次
の

よ

う
に

整
合

さ
れ

て

い

る
｡

す

な

わ

ち
､

彼
は

｢

絶
対

的
窮
乏

化
+

を

｢

捻
体
と

し

て

(

与
)

の

生

活
条
件
の

悪
化
+

と

し
て

規
定
し

た
｡

そ
の

う
え
で

彼
は

､

生

活
条

件
を

物
質
的
側
面
と

精
神
的
側
面
と

に

分
け

､

法
則
の

具
体
的
存
在
形
態

と

し
て

｢

貧
困
+

.

｢

労
働
苦
+

等
や

｢

生

存
不

安
+

･

｢

疎
外
+

を

付

け

加

湖

(

6
)

え

た
｡

ク

テ

ン

ス

キ

ー

は
､

近

年
に

お

け
る

資
本
主
義
国
の

労
働
者
状
態

の

物

質
的
改
善
を

認
識
し

､

窮
乏

化
法
則
実
現
の

主
張
を

後
退
さ

せ

た
｡

他
方
で

彼
は

第
二

点
と

し

て

示

し

た

汝
別
の

実
現
を

強
調
す

る

た

め
に

､

新
版
で

窮
乏

化
の

精
神
的
側
面
に

注
目
し

た

の

で

あ

る
｡

以

上
の

過
超
を

通
し
て

､

彼
は

自
己
の

｢

絶
対

的
窮
乏

化
+

概
念
が

近

年
の

労
働
者
状
態

の

変
化
に

も

対

応
し

う
る

こ

と

を

主
張
し

た

の

で

あ

る
｡

そ
こ

で

わ

れ

わ

れ

は
､

彼
の

窮
乏

化
法
則
論
を

前

提
と
し

た

う
え

で

問

題
を

実
証
側
面
に

移
し
､

法
則
実
現
に

か

ん

す
る

実
証
で

の

彼
の

取
扱
い

方
お

よ

び

実
証
に

お

け
る

窮
乏

化
の

具
体
的
存
在
形
態
の

把
握
に

つ

い

て

検
討
せ

ね

ば

な

る

ま
い

｡

本
稿
は

第
一

に
､

彼
が

従

来
か

ら
も
っ

て

い

た

実
証
方
法
の

メ

リ

ッ

ト

と

欠
陥
を

整
理

し
､

第
二

に
､

新
版
で

の

実

証
上
の

新
し
い

変
化
(

欠

陥

補
強
の

試
み
)

に

つ

い

て

検
討
と

評
価
を

加
え

､

今
後
の

課
題
に

つ

い

て

考
え
る

｡

ク

チ

ン

ス

キ

ー

に

お

け

る

労
働
者
状
態
分
析
の

メ

リ
ッ

ト

は
､

す
で

に

触
れ
た

彼
の

窮
乏

化
概
念
と

､

こ

れ

か

ら

述
べ

る

と
こ

ろ
の

､

分
析
に

際

し
て

指
標
と

し

て

使
用
し

た

労
働
者
状
態
の

諸
要
素
と

搾
取
方
法
視
点
に

ょ

る

分
析
と

か

ら

生

じ
て

い

る
｡

以

下
に

お
い

て

こ

れ

ら

を

説
明

す
る

過

程
で

､

彼
の

メ

リ
ブ

ト

を
い

く
つ

か

指
摘
し

ょ
ゝ

つ
｡

ク

チ

ン

ス

キ

ー

は
､

窮
乏

化
を

｢

労
働
者
の

被
搾
取
生

活
の

諸
条
件
の

(

ァ
)

総
体
+

と

し

て

の

悪
化
と

理

解
し

た
｡

彼
は
こ

の

規
定
に

沿
っ

て

実
証
を
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行
な

う
た

め
､

労
働
者
状
態
分
析
の

基
礎
に

剰
余
価
値
生

産
方
法
す

な

わ

ち

搾
取
方
法
を

お

き
､

そ
の

う
え
で

労
働
者
状
態
を

規
定
す
る

一

七

(

新

(

8
)

版
で

は
一

九
)

の

物
質
的
要
素
を

掲
げ
て

､

こ

れ

を

駆
使
し
た

｡

搾
取
方

法
の

変
化
が

及

ぼ

す

労

働
者
状
態
へ

の

影
響
を

分
析
し

た
の

で

あ
る

｡

労
働
者
状
態
史
は

三

段
階
に

区

分
さ

れ

た
｡

第
一

段
階
は

初
期
産
業
資

本
主
義
期
と

名
づ

け

ら

れ
､

絶
対

的
剰
余
価
値
の

生

産
あ

る

い

は

外
延
的

搾
取
の

時
期
と

し

て

把
え

ら

れ
た

｡

こ

の

段
階
で

は
､

一

般
に

は

ほ

と
ん

ど

全
て

の

要
素
が

悪
化
し

､

な
か

ん

ず
く

､

実
質
貸
金
の

低
下

と

労
働
日

の

延
長
が

特
徴
的
で

あ
っ

た
｡

第
二

段
階
は

成
熟
産
業
資
本
主
義
期
と

名

づ

け

ら
れ

､

相
対

的
剰
余
価
値
の

生

産
あ

る

い

は

内
包
的

搾
取
の

時
期
と

し
て

把
え

ら
れ

た
｡

そ
の

特
徴
は

､

実
質
賃
金
の

上

昇
分
や

労
働
日
の

短

縮
分
を

補
っ

て

搾
取
の

一

層
の

増
大
を

遂
行
す
る

た

め
の

､

労
働
強
度
の

飛
躍
的
な

上

昇
で

あ
っ

た
｡

労

働
災
害
と

疾
病
の

著
し
い

増
大
は

､

こ

の

段
階
に

お

け
る

労
働
強
度
の

上

昇
を

証
明
し

た
｡

第
三

段
階
(

独

占
資
本

主
義
段
階
)

は

両
搾
取
方

法
結
合
の

時
期
と
し

て

把
え

ら

れ

た
｡

そ
の

特

徴
は

労
働
強
度
の

上

昇
､

労
働
力
価
値
に

達
し

な
い

貸
金
の

広
範
な

存
在

と
か

イ
ン

フ

レ

等
の

影
響
に

よ

る

賃
金
の

実
質
的
減
少

､

お

よ

び

短
縮
さ

れ

た

労
働
時
間
に

た
い

す

る

資
本
家
の

延
長
画

策
に

示
さ

れ

る
｡

こ

の

よ

う
に

､

彼
は

三

段
階
に

お

け

る

諸
要
素
の

変
化
を

探
り

､

労
働
者
状
態
の

変
遷
過
程
を

分
析
し

た
｡

以

上
の

説
明
か

ら
､

彼
の

二

つ

の

メ

リ

ッ

ト

が

指
摘
さ

れ

る
｡

第
一

に
､

彼
が

窮
乏

化
の

実
証
に

際
し
て

､

生

産
過
程
の

分
析

(

貸
金

･

労
働
諸
条

件
の

分
析
)

か

ら

出
発
し

､

さ

ら
に

生

活
諸
条
件
を

も

対

象
範
囲
に

含
め

て

追

究
し
た

こ

と

は
､

｢

実

質
賃
金
低
下
説
+

の

克
服
を

も

た

ら

し

た
｡

第
二

に
､

彼
は

搾
取
方

法
を

基
本
視
点

と
し

て
､

窮
乏

化
の

発
展
段
階
論

を

打
ち

出
し

た
｡

窮
乏
化
研
究
に

お

い

て

こ

の

試
み

が

は

じ

め

て

で

あ
る

と
い

う
点
で

､

メ

リ
ァ

ト

と

し
て

評
価
し
て

よ

い

で

あ

ろ

う
｡

同
時
に

､

彼
の

こ

の

分
析

視
角
ほ

､

次
に

述
べ

る

第
三

の

メ

リ
ッ

ト

を

も

た

ら
し

た
｡

彼
は

分
析
に

際
し
て

､

一

九
の

要
素
の

全
て

の

悪
化

を

主

張
し
た

の

で

は

な

く
､

改

善
す

る

要
素
を

も

指
摘
し

た

う
え

で
､

全
体
と

し
て

窮
乏

化
法
則
の

実
現
を

主
張
し

た
｡

そ
の

際
､

彼
は

改
善
し

た

要
素

と

悪
化
し
た

要
素
を

鹿
多
に

並
べ

て

説
い

た

の

で

は

な
い

｡

彼
に
■
よ

れ

ば
､

あ

る

要
素
の

改
善
ま

た

は

悪
化
は

､

資
本
の

搾
取
方
法
に

よ
っ

て

支
配
さ

れ

た
｡

諸
要
素
の

変
化
の

方
向
は

段
階
に

よ
っ

て

異
り

､

搾
取
方
法
の

変

遷
が

窮
乏
化
の

内
容
変
化
を

規
定
す

る

1
こ

れ
が

彼
の

主
張
で

あ

る
｡

こ

の

主
張
は

､

窮
乏

化
法
則
の

作

用
が

実
現
に

際
し

て
一

部
に

｢

し

わ

よ

せ
+

ら

れ

る
こ

と

を

指
摘
し

た

も
の

と

み

る

こ

と
が

で

き
る

｡

窮
乏

化
の

｢

し

わ

よ

せ

論
+

と

で

も

呼
ぶ

べ

き
こ

の

主
張
を

､

彼
は

労
働
者
の

階
層

(

9
)

別
･

グ
ル

ー

プ

別
や

地

域
別
等
に

区

分
し

て

説
明
し

た
｡

以
上

が

第
三

の

メ

リ
ッ

ト
で

あ
る

｡

だ
が

右
の

第
三

の

メ

リ
ッ

ト

は
､

同
時
に

実
証
に

お

け
る

彼
の

大
き

な

弱
点
を

導
き

出
し

て

い

る
｡

わ

れ

わ

れ

は

と

り

あ
え

ず
次
節
に

お

い

て
､

彼
に

お

け
る

実
証
上
の

欠
陥

と

旧

版
『

労
働
者
状
態
史
』

で

試
み

た

彼
の

補
強
方
法
を

み

て

ゆ
こ

う
｡

lI

窮
乏

化
の

｢

し

わ

よ

せ

論
+

ほ
､

次
の

よ

う

な

欠
陥
を

も
っ

て

い

る

-

5

-
す

な

わ

ち

そ
れ

は
､

窮
乏

化
法
則
の

各
段
階
に

お

け
る

作
用
の

方
向

や

7 9
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対

象
や

内
容
を

示
す

に

過
ぎ

ず
､

法
則
の

実
現
を

実
証
す
る

も
の

で

は

な

い

｡

ク

テ

ン

ス

キ

ー

は

窮
乏

化
法
則
の

実
現
を

主
張
す

る

際
に

､

各
要
素

の

あ
い

だ
で

改
善
や

悪
化
の

強
化

･

相
殺
の

相
互

作
用
が

存
在
す
る

こ

と

(

10
)

を

指
摘
し

､

そ

の

う
え

で

全
体
と

し
て

の

悪
化
を

結
論
す

る
｡

こ

の

よ

う

な

結
論
を

下

す
た

め
に

は
､

悪
化

･

改
善
す
る

諸
要
素
の

各
々

の

強
度
を

測
定
し

､

か

つ

同
じ

方
向
に

向
か

う
要
素
の

相
互

作
用
に

よ

る

強
化
の

程

度
や

反
対
の

方
向
に

向
か

う
要
素
間
の

力
の

相

殺
を

測
定
せ

ね
ば

な

ら

ず
､

そ
の

た

め
に

は
一

定
の

量
的
統

一

基
準
が

必

要
と

さ

れ

る
｡

彼
は

､

指
標

を

個
別
に

羅
列
し

て

示

し

た
に

過
ぎ

ず
､

こ

の

量
的
統

一

基
準
を

用
意
し

(

11
)

て

は

い

な

い
｡

ク

チ

ン

ス

キ

ー

は

窮
乏
化
全
体
の

統
一

的
･

数
量
的
実
証

に

成
功
し

え

な

か

っ

た
の

で

あ
る

｡

そ

れ

ほ

窮
乏

化
法
則
実
現
の

実
証
に

と
っ

て
､

決
定

的
と

も
い

え
る

弱
点
と

み

な

す
こ

と
が

で

き
よ

う
｡

右
の

欠
陥
を

補
う
た

め
に

､

彼
は

旧

版
『

労
働
者
状
態
史
』

に

お

い

て
､

次
の

よ

う
な

説
明

方
法
を

考
え
た

｡

-
す
な

わ

ち
､

窮
乏

化
法
則
の

実

現
を

強
調
す

る

た

め
に

､

一

部
の

指
標
(

労
働
強

度
)

の

悪
化
を

重

視
し

て

全
体
の

悪
化
を

主
張
し
た

の

で

あ

る
｡

彼
は

『

理

葡

篇
(

つ

訂
Q

→

且
』

に

お

い

て

は

各
指
標
間
に

上
･

下
の

関
係
を

も

た

せ

な
か

っ

た

に

も
か

か

わ

ら

ず
､

実
証
に

際
し
て

は
､

労
働
強
度
を

重

視
し

た
｡

こ

の

重

視
は

第

二

段
階
以

後
の

分

析
に

見
出
さ

れ

る
｡

第
二

段
階
で

の

実
質
賃
金
の

上

昇

や

労
働
時
間
の

短
縮
等
の

改
善
を

認
め

た

う
え
で

､

窮
乏
化
を

強
調
す
る

た

め

に

労
働
強

度
に

着
目
し
､

改
善
し

た

諸
要
素
の

力
を

相
殺
し

て

全
体

と

し

て

の

悪
化
に

向
か

わ
せ

る

重

要
な

指
標
と

し

て

扱
っ

た

の

で

あ

る
｡

だ

が
､

こ

の

よ

う
な

実
証
方
法
に

は
､

疑
問
が

生

ず
る

｡

第
一

に
､

第

二

段
階
以

後
今
日
に

至
る

ま
で

､

労
働
強
度
の

引
き

上

げ
が

他
の

要
素
の

改
善
の

大
部
分
を

相
殺
し

て
､

全
体
と

し
て

窮
乏

化
を

結
論
し

う

る

ほ

ど

榔

に

強
力
で

あ
っ

た
､

と

断
言
で

き

る

で

あ

ろ

う
か

｡

第
二

に
､

ク

チ

ン

ス

キ

ー

は

労
働
強
度
そ
の

も

の

を

測

定
で

き

な
か

っ

た

が

た

め
､

強

度
増
大

傾
向

を

示

す

代
替
指
標
を

示
し

た
｡

そ
の

ひ

と
つ

は

労
働
能
率
で

あ

る
｡

だ

が
､

労

働
強
度
と

労
働
能
率
と

は

臭
っ

た

も
の

で
､

前
者
は

後
者
に

含

ま

れ
る

｡

そ
れ

ゆ
え

後
者
の

増
大
ほ

､

必

ず
し

も

前
者
の

引
き

上

げ

を

証

明

し

え

な
い

｡

彼
は

強
度
引
き

上

げ

が
､

実
際
に

は
､

ほ

と

ん

ど

新
機

械

の

導
入

や

退
堆
過
橿
に

お

け

る

組
織
の

改
編
と

結
び

つ

い

て

い

る
こ

と

を

意
識
し
て

い

た
｡

そ

こ

で
､

実
証

面
で

の

両
者
の

混
同
を

で

き

う
る
か

ぎ

り

避
け
て

強
度
引
き

上

げ
を

実
証
す

る
た

め
に

､

補
完
指
標
と

し

て
､

労

働
災
害
と

健
康
状
態
を

用
い

た
｡

そ

し
て

､

こ

れ

ら

補
完
指
標
の

悪
化
の

実
証
は

､

労
働
強
度
の

引
き

上

げ

を

間
接
的
に

示
す

手
段
と

し

て

成
功
を

収
め
た

｡

け
れ

ど

も
､

直
接
的
な

実
証
は

依
然
と

し

て

示

さ

れ

な
い

｡

強

度
上

昇
が

数
量
的
に

示

さ

れ
ぬ

か

ぎ

り
､

他
の

諸
要
素
の

改
善
を

相
殺
し

う

る
か

香
か

と
い

う
第

一

の

疑
問
は

､

解
決
さ
れ

え

な
い

｡

さ

ら
に

述
べ

れ

ば
､

か

り
に

強
度
が

数
量
的
に

泉

さ

れ
て

も
､

指
標
の

羅
列
性
は

克
服

さ

れ
て

い

な

い
｡

何
故
な

ら

諸
要
素
を

労
働
強
度
と

そ

れ

以

外
と
に

二

分

し
た

場
合

､

前
者
の

数
量
的
測
定
が

可
能
と

さ

れ

て

も
､

後
者
問
で

の

統

一

し
た

数
量
的
測
定
が

可

能
と

な

ら
ぬ

か

ぎ

り
､

両

者
間
の

比

較
ほ

不

可

能
に

終
る

か

ら

で

あ

る
｡

旧

版
『

労
働
者
状
態
史
』

で

の

補
強
手
段
ほ

失
敗
に

お

わ
っ

た
｡

ク

テ

ン

ス

キ

ー

は
､

新
版
で

新
た

な

試
み

を
み

せ

て

い

る
｡

次
節
に

お

い

て

こ

れ

を

検
討
し

ょ

う
｡
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lIl

指
標
の

羅
列
性
と
い

う
欠
陥
を

補
っ

て

実
証
を

補
強
す
る

第
二

の

手
段

は
､

窮
乏

化
の

具
体

的
存
在
諸
形
態
の

な

か

か

ら

び

と
つ

を

取
り

出
し

､

こ

れ

を

強
調

す
る

こ

と
に

よ
っ

て

説
得
性
を

得
る

こ

と

で

あ
っ

た
｡

こ

れ

が

新
版
に

お

い

て

み

せ

た

彼
の

補
強
策
で

あ

る
｡

強
調
さ

れ
た

存
在
形
態

は
､

物
質
的
存
在
形
態
と

非
物
質
的
･

精
神
的
存
在
形
態
に

分
け

ら
れ

る
｡

前
者
の

例
を

示
せ

ば
､

彼
は

労
働
力
価
値
以

下

の

賃
金
の

広
範
な

存
在
形

態
を

示
し

て
､

窮
乏

化
法
則
実
現

を

結
論
す
る

た

め

の

重

要
な

説
明
手
段

(

田
)

と

し
た

｡

窮
乏
化
法
則
実
現
の

数
量
的
実
証
に

困
難
を

感
じ

て

い

た
で

あ

ろ

う
彼

に

と
っ

て
､

労
働
者
状
態
の

非
物
質
的
側
面
悪
化
の

例
証
は

重

要
性
を

も

っ

て

い

た
｡

む
し

ろ

精
神
的

存
在
形
態
の

強
調
こ

そ
､

新
版
で

の

実
証
方

法
の

特
徴
を

な

し

て

い

る
｡

た
と

え
ば

そ

れ

は
､

｢

生

存
不

安
+

増

大
の

強
調
に

あ

ら

わ

れ

る
｡

｢

生

存
不

安
+

増
大
は

､

一

般
に

失
業
の

増
大
か

ら

生

ず
る

と

理

解
さ

(

1 4
)

れ

て

い

る
｡

ク

テ

ン

ス

キ

ー

は
､

そ

れ

を

新

版
『

ド

イ

ツ

労

働

者
状

態

史
』

に

お

い

て

第
一

段
階
結
論
の

直
前
に

示
し

､

実
証
の

た

め
の

強
調

手

段
と

し
て

使
用
し

た
｡

以

下
に

お
い

て
､

そ

の

内
容
を

示

す
｡

ド

イ

ツ

の

第
一

段
階
に

お

い

て
､

労
働
者
ほ

半
封
建
的
束

縛
に

支
配
さ

れ
､

一

般
に

労
働
力
は

十

分
可
動
な

も
の

と

し

て

ほ

存
在
せ

ず
､

労
働
力

不

足
が

支
配
的
で

あ
っ

た
｡

ク

チ

ン

ス

キ

ー

は

こ

の

よ

う
な

状
況
の

も

と

で

も
､

不

熟
練
労
働
者

･

児
童
お

よ

び

婦
人
の

あ
い

だ

に
､

大
量
の

失
業

が

存
在
す
る

こ

と

を

指
摘
し

た
｡

失
業
の

不

安
に

た
い

す
る

彼
ら

の

恐
怖

は

企
業
家
に

有
利
に

作
用
し

､

資
本
は

こ

れ

を

利
用
し

て

罰
金
制
度
を

設

け
､

賃
金
を

引
き

下
げ

た
｡

資
本
の

専
横
下
に

お

か

れ

た

労
働
者
は

､

そ

の

対

策
と

し

て

営
業
裁
判
所
へ

訴
え

た
｡

だ
が

､

一

八

四

〇
年

代
後
半
の

訴
訟
件
数
は

激
減
し

た
｡

一

九

四

七

年
の

メ

ル

ゼ

ブ
ル

ク

商
業
会
議
所
報

告
に

よ

れ

ば
､

年
度
別
の

訴
訟
件
数
は

下

記
の

括
弧
内
に

示

さ

れ
る

-

一

八

四

四

-
四
五

年
(

三
二
)

､

一

八

四
五

-
四
六

年
(

一

五
)

､

一

八

四

六

-
四

七

(

四
)

｡

彼
は

減
少
を

た

ど
っ

た

年
が

､

高
失
業

率
の

年
に

一

致
す
る

こ

と

を

指
摘
し

た
｡

失

業
へ

の

不

安
が

､

訴
訟
件
数
を

減
少
さ
せ

た

と

主
張
し

た

の

で

あ

る
｡

と
こ

ろ
で

､

彼
は

以

上
の

叙
述
を

行
な

う

直

前
に

次
の

よ

う
に

述
べ

て

い

る
｡

｢

わ

れ

わ

れ
は

､

労
働
者
の

生

活

を

さ

ら
に

一

層
暗
く
し

て

い

る

と
こ

ろ
の

決
定
的
な

要
素

､

す
な

わ

ち
､

彼
ら

が

そ
の

も

と

に

生

活
し

て

い

る

と
こ

ろ
の

種
々

の

絶
え

ざ

る

恐

怖
を

､

ま

(

旭
)

だ

ほ

と
ん

ど

考
察
し

て

い

な
い

+

-
と

｡

こ

の

文
章
は

､

第
一

段
階
の

諸

要
素
の

分
析
を

完
了
し

た

後
､

最
後
に

置
か

れ

て

い

る
｡

し
か

も

彼
に

よ

れ

ば
､

労
働
者
の

生

活
に

お

け
る

恐
怖
や

不

安
は

､

労
働
者
状
態
の

暗

さ

を

｢

決
定
的
+

に

示

す

も
の

で

あ
っ

た
｡

こ

の

場
合

､

失
業

へ

の

不

安

と
い

う

恐
怖
す
な

わ

ち
｢

生

存
不

安
+

は
､

実
証
の

た

め

の

補
強
手
段
と

し
て

使
用
さ

れ

た

と
い

う
こ

と
が

で

き

よ

う
｡

こ

の

よ

う
な

例
は

､

新
版

(

1 6
)

『

英
国
労
働
者
状
態
史
』

の
一

時
期
に

も

指
摘
さ

れ

て

い

る
｡

ま

た

精
神

的
存
在
形
態
の

強
調
は

､

｢

生

存
不

安
+

の

ほ
か

に
､

｢

道
徳
的
堕
落
+

や

(

17
)

｢

無

知
+

の

蓄
積
の

例
を

含
ん

で

い

る
｡

こ

の

よ

う
に

窮
乏

化
の

精

神
的
存
在
形
態
は

､

と
き

に

よ
っ

て

窮
乏
化

法
則

実
現
の

実
証
の

た

め
の

説
明

手

段
と

し
て

使
用
さ

れ

た
｡

わ

れ

わ

れ

7

は
､

こ

の

補
強
方
故
に

も

疑
問
を

感
ぜ

ざ

る

を

え

な
い

｡

Ⅱ

節
で

示

し
た

乃
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労
働
強
度
の

強
調
も

､

本
節
で

示

し

た

窮
乏
化

存
在
形
態
の

強
調
も

､

い

ず
れ

も

数
量
的

･

統
一

的
基
準
を

設
定
し

え

な
い

以
上

､

実
証
は

成
功
し

た

と
は

言
い

難
い

か

ら

で

あ

る
｡

だ
が

､

こ

れ

ら

の

方

法
を

全
て

香
定
し

去
る

こ

と

は
､

必

ず
し

も

適
切

で

は

な
い

で

あ

ろ

う
｡

わ
れ

わ
れ

は

窮
乏

化

存
在
形
態
論
の

適
用
と

､

実

証
の

統
一

基
準
に

つ

い

て

考
え

ね

ば

な

ら

な
い

｡

Ⅴ
T
▲

ク

チ

ン

ス

キ

ー

は
､

窮
乏
化
の

具
体
的
存
在
形
態
を

強
調
す
る

に

あ

た

っ

て
､

と

も

す

れ

ば

法
則
実
現
の

数
量
的
実
証
が

不

可
能
な

場
合
に

､

こ

れ

を

使
用
す
る

傾
向
を
も

っ

て

い

る
｡

だ
が

､

存
在
形
態
の

強
調
は

､

こ

の

よ

う

な

実
証
の

補
強
手
段
と

し

て

で

は

な

く
､

各
時
期
に

お

け

る

窮
乏

化
法
則
の

作
用
が

労
働
者
状
態
に

及
ぼ

す

影
響
へ

の

例
示

と

し

て

の

意
味

を

も
つ

｡

あ

る

時
期
に

､

あ
る

窮
乏
化
存
在
形
態
が

他
の

存
在
形
態
を

差

し

ぉ

い

て

強
調
さ

れ
る

な

ら
ば

､

そ

れ

は
､

窮
乏
化
法
則
の

作
用
が

そ

の

形
態
に

｢

し

わ

よ
せ
+

ら
れ

て

い

る

こ

と

を

示

し

て

い

る
｡

そ

こ

で
､

｢

し

ゎ
よ

せ
+

の

原
因
追
究
が

課
題
と

し
て

設
定
さ

れ

る

が
､

ク

チ

ン

ス

キ

ー

に

沿
っ

て

考
え

る

な

ら

ば
､

と

り

あ

え

ず
､

搾
取
方
法
と

窮
乏
化
存

在
形
態
強
調
と

の

関
連
が

問
題
と
し

て

浮
か

び

あ

が

る
｡

第
二

に
､

指
標
羅
列
性
の

克
服
は

､

ク

チ

ン

ス

キ
ー

ヘ

の

検
討
か

ら

反

省
す

る

か

ぎ

り
で

は
､

結
局

､

統
一

基

準
(

ま
た

は

統
一

指
標
)

設
定
の

方
向
に

落
ち
つ

く
｡

そ

の

際
､

剰
余
価
値
率
が

注
目
さ

れ

る
｡

彼
は

､

旧

版
『

ア

メ

リ

カ

合
衆
国
労
働
者
状
臥
兜
』

に

票
て

(

同
じ

(

1 9
)

く

新
版
『

米
国
籍
』

に

お
い

て

も
)

剰
余
価
値
率
の

算
出
を

行
な
っ

て

い

た
｡

新
版
に

お
い

て

は
､

新
た

に

『

労
働
者
状
態
史
』

の

『

絵
括
篇
』

最

湖

終
巻
(

索
引

巻
を

除
く
)

｡

→

記

藍
害
監

叶

｡

の
､

し
か

も

最
終

章
に

お

(

却
)

い

て
､

世
界
全
体
と
し

て

の

剰
余
価
値
率
の

変
動
を

示
し

た
｡

言
う
ま

で

も

な

く
､

そ
れ

だ

け
の

事
実
を

も
っ

て

彼
が

統
一

基
準
を

模
索
し

て

い

る

か

香
か

を

判
断
す

る
こ

と

は
で

き

な
い

｡

ま
し

て
､

彼
が

統
一

基
準
設
定

の

論
理
を

打
ち

出
し

て

い

る

わ

け
で

は

な
い

｡

だ

が

同
時
に

､

わ

れ

わ
れ

は

わ

が

国
に

お
い

て
､

す
で

に

金
子
ハ

ル

オ

氏
が

統
一
基
準
と
し

て

剰
余

(

2 1
)

価
値
率
を

採
り

上

げ
て

い

る

こ

と

に

留
意
す

る

必

要
が

あ
る

だ

ろ

う
｡

実

証
家
ク

チ

ン

ス

キ

ー

の

こ

の

変
化
は

､

今
後
注
目
す
る

必

要
が

あ

る

よ

う

に

思
わ
れ

る
｡

(

1
)

｢

実

現
+

と

は
こ

の

場
合

､

窮

乏

化
法

則
が

､

そ

れ

を

変

容

す

る

諸

事

情
の

存

在
に

も

か

か

わ

ら

ず
直

接
に

具

体

的

現

象
の

う

ち
に

実

現

す
る

と
い

う

意

味
で

あ

る
｡

(

2
)

盲
蒜
e

口

内

巨
N

y

口

許
-

}

b
訂

q

琶
Q

已

蔓
屯

告
1

ト

遷
仏

告
1

ゝ

註

鼓
弓

§
叶

胃

乱

岩
内

竜

ぎ
～

訂
ヨ

ぷ
ぃ

∞

監
e
･

)

田
e

註
ゴ

ー

漂
○

-

･

ク

チ

ン

ス

キ

ー

『

労

働

者

状

態

史
』

叢
書

の

歴

史
に

つ

い

て

は
､

拙

稿

｢

タ

テ

ン

ス

キ

ー

窮
乏

化

法

則
論
の

動

向
+

『

一
橋

論

叢
』

第

六
三

巻

第
五

号
の

註

(

1
)

参

照
｡

本

稿
で

は
､

こ

の

叢
書
を

次
の

ご

と

く

略

記

す
る

｡

た

と

え

ば
､

盲
→

慧
n

内

g
N

笥
S

打
-

､

b
■訂

Q
巴
岩

已

蔓
吐

乳

笥

卜

責
b

恕
→

ゝ
7

訂

誉
1

§
す
札

空
音

内

名

ぎ
叫

訂
ヨ

ミ
一

望
･

-
-

b

雪
監
邑

§
q

乱

笥

卜

竜
也

丸

胃

ゝ

註

鼓
弓

ぎ

b
Q

邑
旨
已

§
乱

冒
さ

h

記
屯

ひ

告
h

監
り

.

を

q
琵
Q

已
Q

更
♪

出
d

･

-
､

b

昌
什

宝
已

§
乱

}

謎
ア
ー

00

志
.

と

す
る

｡

な

お
､

本

叢
書
の

監
･

ぶ
b
訂

づ

訂
胃
訂

計
1

卜

竜
也

乱

等

一ゝ

倉
託

軍

は
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叫

声

昌
→

訂

と

書
き

､

同
じ

く

本

叢

書
の

討

P

い

♪

内
ぎ
n

こ
言
賢

監

写

已
已
こ

已
葛

乱

訂

q

設
Q

已
ミ
▲
き

乱

笥

ト
P

笥

丸

笥

ゝ
｢

訂
軋

訂
→
●

に

つ

い

て

は

一

芸
謀

鼓
弓
軋
Q

打

と

略

記

す
る

｡

(

3
)

前

掲

拙

稿
｡

(

4
)

｢

傾

向
+

と

は
こ

の

場
合

､

利

潤

率
の

傾

向

的

低

下
の

法

則
の

場
合
と

同

じ

く
､

｢

反

対
に

作

用

す
る

種
々

の

影

響
が

働
い

て
､

そ

れ

ら
が

一

般
的
法

相
の

作
用

と

交

錯

し
て

そ

れ

を

無

効
に

し
､

そ

し

て

こ

の

一

般
的
汝

則
に

単
に

一

つ

の

傾

向
で

し

か

な

い

と

い

う
性

格

を

与
え

て

い

る
+

(
.

戸

呂
p
→

メ

b

聖

賢
甘

邑
､

出
ゐ

ユ

旨
-

温
い

一

班
P

コ
【

-

∽
.

N

g
一)

と
い

う

意
味
で

の

傾
向

を

指
す

｡

(

5
)

つ

訂
胃
尽

S
･

い

N
･

(

6
)

つ

訂
胃
首

∽
●

こ

-
N

-
●

(

7
)

つ

訂
弓
首

S
.

-
●

(

8
)

い

言
芸
→

ぎ

S
●

℃
●

(

9
)

た

と

え

ば

｢

し

わ
よ

せ
+

は
､

熟
練

･

不

熟
練

労
働
者
の

貸
金

格

差
の

展
開
に

あ

ら

わ
れ

る
｡

こ

れ

を

段
階

別
に

整

理

す

れ

ば
､

次

の

ご

と

く

で

あ
る

｡

両

者
の

格

差
は

す
で

に

初

期
産

業
資
本

主

義

期

に

お

い

て
､

大

幅
な

も
の

で

あ
っ

た
｡

こ

の

格
差

は
､

第
二

段

階
に

さ

ら

に

拡

大

し
た

｡

第
二

段

階
に

お

け

る

機

械

化
の

進

展
は

､

熟
練

労
働

力
の

必

要
を

増

大
さ

せ

た

が
､

熟
練
工

貸
金
の

大

幅
な

引
き

上

げ

は
､

内

包

的

搾

取
に

よ

る

労
働
強

度
引

き

上

げ

を

可

能
と
さ

せ

る

た

め
の

補

足

手

段
で

も

あ
っ

た
｡

こ

こ

に

わ

れ

わ
れ

は
､

搾
取

方
法

の

変

化
に

よ

る

労

働
者

状
態
へ

の

影

響
を
み

る

こ

と

が

で

き
る

｡

す

な

わ

ち
､

熟

練
工

貸
金
の

急
上

昇
に

よ

る

相

対

的

低

賃
金
の

｢

し

わ

よ

せ
+

は

不

熟
練
工

へ

と

向

け

ら
れ

､

彼
ら

の

貸
金

上

昇
は

相

対

的

に

緩
慢
な

も

の

に

抑

え

ら
れ

た
｡

(

Q

設
Q

已
Q

監
♪

ロ

P

阜
-

b

2
訂
Q

㌣

訂
さ
乱

-

芸
?
-

浬
ご
ー

00
}

∽
●

旨
○

-
い

訟
.

)

独

占
段

階
で

は

両

者
の

貸

金

椿
差
は

縮

小
に

向
か

っ

た
｡

半

熟

練

労
働
者
の

出

現
に

と

も

な
っ

て
､

資
本

は

熟
練

労

働
者
の

優
位

性
を

喪
失

さ

せ
､

三

者
の

競
争

関

係
を

確
立

し

て

全

体
の

実

質
貸
金

引
き

下
げ

を

試
み

た
｡

熟
練

･

不

熟

練

労
働
者

賃
金

格
差
の

第
二

段

階

以

後
の

動

き

は
､

労
働
貴
族

･

労
働

者

大

衆
の

賃
金

蒋
差
に

も

妥

当

す
る

｡

両

者
の

格

差
は

､

第
二

段
階

全

体
を

通
じ

て

拡

大
を

続

け

た
｡

植

民

地

利

潤
を

獲
得
し

た

資
本

ほ
､

そ

の

一

部
を

も
っ

て

労
働

貴
族

を

買
収
し

､

こ

こ

に

資
本

主

義
的
イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

を

も
つ

階

層

を

形

成
さ

せ

て
､

彼

ら

と

労
働
者

大

衆
と

の

分

離
を

は

か

っ

た
｡

(

q

箪
Q

已
Q

訂
♪

濯
･

い
】

b

宗
旨
Q

已

§
乳

-

∞

ロ

ー
一

芸
○

】

∽
･

い

N

u

-
い

ぃ

こ

独

占

段

階
に

入

る

と
､

労

働
貴
族

を

多
数

抱
え

て

い

た

英
国

は

世

界

市

場
に

お

け
る

独

占

的

地

位
を

喪

失
し

､

そ

の

結
果

､

両

者
の

賃
金

蒋

差

は

縮
小

し

た
｡

資

本

は

多

数
の

労

働
貴
族

を

維
持
す

る

こ

と
に

困

難
を

感
じ

て

そ
の

一

部
を

切
り

捨
て

､

他
の

一

部
を

労

働
官

僚
へ

と

転

化
さ

せ

た
｡

ド

イ

ツ

の

ワ

イ

マ

ル

期
に

お

い

て

は
､

労
働
貴
族
の

地

位
は

す

で

に

喪

失

さ

れ

て

い

た

(

Q
琵
Q

已
Q

已
♪

出

戸

山
,

b

昌
訂
Q

已

§
乳

-

浮
モ
ー

00

-

-

冨
N
＼

ヒ
〉

S
-

N

N

ヱ
｡

ド

イ
ツ

に

お

け
る

労

働

貴

族

お

よ

び

労

働

者

大

衆
の

実

質
賃
金

は
､

一

九

〇

〇

年
を

各
々

一

〇

〇

と

す

れ

ば
､

そ

の

指

数
は

次
の

各

景

気

周

期

毎
に

括

弧

内
に

示

さ

れ

る
｡

労
働

貴

族

-
一

八

七

九

-
一

八

八

六

年
(

六

七
)

､

一

八

九

三

1
一

九

〇

O
U

二

年
(

九

〇
)

､

一

九
二

四

-
一

九
三

二

(

一

八

四
)

｡

労
働

者

大

衆

乃
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-
一

八

七

九

1
一

八
八

六

年

(

八

七
)

､

一

八

九

三

-
一

九

〇

二

年

(

九

七
)

､

一

九
二

四

1
一

九
三

二

年
(

二
一

八
)

､

(

屯

監
Q

訂
Q

監
♪

ロ
d

.

い
ー

b
盟
一

首
Q

已
P

さ
札

-

∞

ロ

ー
一

芸
○

-

∽
.

い

N

P

せ

戸
山

.

b
Q

邑
篭
計

訂
さ
丸

-

空
モ
ー

00

ー
ー

巴
N
＼

ヒ
､

S
一

N

N

か
一

)

｡

以

上
の

ご

と

く

｢

し

わ

よ

せ
+

は

第
二

段

階
に

強

化
さ

れ
､

独

占
段

階
に

は

縮
小

し
た

｡

そ
の

ほ

か

に

ク

チ

ン

ス

キ

ー

に

よ

る

｢

し

わ

よ

せ
+

(

格
差
)

指

摘
の

例
を

挙
げ

れ

ば
､

男
子

成

人

労

働
者
と

婦

人
･

児
童

･

未

成

年

労
働

者
の

賃
金

格
差

､

産
業

別
の

貸
金
お

よ

び

労

働
時
間

椿
差

､

企

業

形

態
別

労

働
時

間

蒋
差

､

本

国

人

労

働
者
と

外

国
人

労

働
者

と
の

貸
金

･

労
働

条

件

格

差
､

白

人
･

黒

人

蒋

差

(

賃
金

･

健

康

状

態

等
)

､

ア

メ

リ

カ

合

衆

国
に

お

け

る

南
部

･

北

部
の

地

域

間

賃

金

格

差

等
々

が

示

さ

れ
る

｡

(

1 0
)

つ

訂
○

づ

訂
〉

∽
一

N
.

(

1 1
)

こ

の

よ

う

な

批

判
は

､

窮
乏

化

論

争
の

過

程
で

す
で

に

指

摘
さ

れ

た

こ

と
で

あ
る

｡

新

川
士

郎

｢

庖
対

的

窮
乏

化

と
そ

の

諸

指

標
+

『

資
本

主

義
と

貧
困
』

岸
本

英

太

郎

編
､

一

九
五

七

年
､

一

四

七

】

一

四

八

頁
｡

同

｢

『

労

働
者

状
態

史
』

の

教

え
る

こ

と
+

『

経
済

評
論
』

一

九
五

六

年
九

月
号

､

一

五
一

頁
｡

大

陽

寺

順
一

｢

貧
困

化
法

則
の

実

証
に

つ

い

て
+

『

一

橋
論
叢
』

第
三

一

巻
第

一

号
､

四

七

頁
｡

(

1 2
)

Q

琵
Q

已
Q

哲
也

}

い
d

●

レ
､

b

旨
訂
Q

已
P
→

邑
-

00

ロ

ー
ー

苫
○

-

S
.

旨
か
.

(

1 3
)

た

と

え

ば
､

『

ド
イ

ツ

労
働

者

状

態

史
』

第
一

巻
(

第
一

段

階

の

分

析
)

で

は
､

終
章
の

結

論
に

至

る

直

前
の

第

六

章

｢

生

汚

条

件
+

に

お

い

て
､

次
の

ご

と

く

示
さ

れ

る
｡

貸
金

･

最
低

生

存

費
比

較

が

こ

の

革
の

最
後
に

出
て

く

る

が
､

こ

の

比

較

呈

示
の

前
に

､

次

の

言

葉
が

述
べ

ら

れ

て

い

る
｡

｢

四

〇

年
代

(

一

八

四

〇

年
代

-

.

引

用

者
)

の

ほ

と

ん

ど

す
べ

て

の

文

筆

家

た

ち
は

､

そ
の

後
の

研

究

家
た

ち
と

同

じ

く
､

当

時
の

状

態
が

こ

の

世

紀
の

初
め

よ

り

悪

化

し

た

こ

と

に

つ

い

て
､

見

解

を
一

致
さ

せ

て

い

る
｡

わ

れ

わ

れ

は
､

企

業
家
と

労

働
者

､

牧

師
､

医

師
､

文

筆

家
､

ジ

ャ

ー

ナ

リ

ス

ト
､

そ

し

て

プ

ロ

イ

セ

ン

国

王

自

身

等
の

数
々

の

権
威

を

引

用

す
る

こ

と
が

で

き

る
｡

一

八
三

〇

年

代
お

よ

び

四

〇

年
代
の

移
し
い

書

簡

は
､

大

衆
の

貧

困

を

争
い

え

ぬ

事

実
と

し

て

問

題
の

出
発

点

と

し
､

そ

の

う

え
で

､

こ

の

状

態
を

如
何
に

す

れ

ば

改

善
で

き

る

か

を

追

求

し
て

い

る

よ

う
に

思
わ

れ

る
+

(

Q
包

完
已
Q

訂
♪

山

戸

-
-

b
申

邑
溜
已

S
札

-

記
¢

-
-

00

怠
}

∽
･

レ

N

u

し
｡

こ

の

よ

う
に

､

彼
は

状

態
の

悪
化
を

ま

ず
断

言

し
､

次
に

そ

れ

を

示

す

当

時
の

権

威

者

た

ち
の

言

葉
を

引

用
し

た
｡

最

後
に

そ

の

基
づ

け

と

し

て
､

賃
金

･

最
低

生

存

費
比

較
を

例
示

し

て
､

価
値
以

下

賃
金

(

ま

た

は

そ

れ
に

近

似
し

た

賃
金
)

を

抜

き

出

し

た

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う

な

方

法
は

､

窮
乏

化

法

則

実

現
の

実

証

の

補
強
手

段
に

ほ

か

な

ら

な
い

｡

(

1 4
)

た

と

え

ば

黒

川

俊
雄

｢

労
働
者

階

級

の

貧

困

化

に

つ

い

て
+

『

経

済

評

論
』

一

九
五

七

年
六

月

号

参
照

｡

(

1 5
)

Q

e
Q

已
Q

ま
♪

せ
d

･

-
-

b

昌
訂

邑
§
乱

-

諾
¢

-
-

望
♪

抑

窒
00

.

(

1 6
)

q

琵
Q

已
Q

訂
♪

U
d

･

N

♪

b

ぎ
q

訂
一

己
-

00

い
N

l
-

苫
○

､

∽
.

ぎ
.

(

1 7
)

た

と

え
ば

､

『

英

国

労
働
者

状
態

史
』

に

お

け

る
一

八

三

二

-

四

九

年
の

局

面
の

分

析

が
､

こ

れ

を

示

し
て

い

る
｡

彼

は
､

｢

道

徳

的

堕
落
+

や

｢

粗

暴
+

に

か

ん

す

る

同

時

代

人
お

よ

び

現

代

の

歴

史

家
の

指
摘
を

鵜
げ

､

そ

の

う

え
で

次
の

ご

と

く

結

論

す

る
｡

｢

三

〇

∂00



年
代

･

四

〇

年
代
に

実

質
賃
金

が

下

降

し
､

そ
の

際

目
立

っ

た

上

昇

を

見

せ

な
い

な

ら
ば

､

ま

た

二

〇

年

代

よ

り

失

業
が

多
か

っ

た

と
い

う
こ

と
に

つ

い

て

全
て

の

権
威

者

が

意

見
の

一

致
を

み

て

い

る

と
い

う
の

な

ら
ば

､

そ

し

て

わ

れ

わ

れ

が

粗

暴
や

道

徳

的

堕

落
を

考
慮
に

容
れ

る

な

ら

ば
､

労
働
者
の

絶
対

的

窮

乏

化
が

さ

ら

に

深

ま
っ

た

と

い

う
こ

と

に

疑
い

は

な
い

+

(

屯

設
Q

已
鼓
ざ

出
d

･

望
､

L

苧
色

§
軋

-

∞

い

N

-
-

苫
○

〉

∽
.

00
ー

.

)

｡

確
か

に
､

こ

の

時
期
の

失

業

率
は

上

昇

を

示

し

た
｡

だ

が

実

質
貸
金

は
､

彼
の

統

計
に

よ

る

か

ぎ

り
､

停
滞
な
い

し

わ

ず
か

な

が

ら

上

昇

し

た
｡

ま
た

労
働
時
間

は

短

縮
に

向

か

い
､

児

童

労
働

保
護

が

進

展
し

は

じ
め

､

教
育

事

情
も

四

〇

年
代
に

は

改

善

に

向

か

っ

た
｡

悪
化

と

し
て

注

目
さ

れ

る

の

は
､

失

業
率
の

上

昇
と

労
働
強

度
の

増

大
の

み

で

あ
っ

た
｡

彼

は
､

物

質
的

指
標
に

よ

る

悪

化
の

結

論

が

困

難
で

あ
っ

た
こ

の

時
期
に

お

い

て
､

｢

粗

暴
+

お

よ

び

｢

道

徳

的

堕

落
+

を

重

視
し

た

の

で

あ

る
｡

同

じ

よ

う

な

例
は

､

｢

無

知
+

の

蓄

積
の

重

視
に

も

み

ら

れ

る
｡

英
国
に

お

け
る
一

八

五

〇

-
七

〇

年
の

局

面
､

｢

黄
金

時
代
+

に

お

い

て
､

失

業

率
･

実

質

賃
金

･

労
働
災

害
･

健
康

状
態

等
は

､

全
て

改

善
ま
た

は

停

滞
を

示

し

て

い

た
｡

ク

チ

ン

ス

キ

ー

が

数

量

的
に

明

白
に

悪

化

を

主

張
で

き

た

の

は
､

労
働

能

率
の

増

大
か

ら

推

測
さ

れ

る

労

働
強

度
の

引

き
上

げ

の

み

で

あ
っ

た
｡

強

度

増

大
ひ

と

つ

を

も
っ

て

全

体

と

し
て

の

悪

化

を

結
論
す
る

こ

と
は

､

困

難
で

あ
っ

た
｡

｢

無
知
+

の

蓄

積

は
､

実

証
の

補
強

手

段

と

し
て

使
わ

れ

た

の

で

あ

る

(

Q

設
n

已
Q

監
包

-

出

P
N

阜
､

b

ぎ
思

§
礼

-

∞

レ

N

-
-

苫
○

､

∽
.

-

山

N
.

)

｡

(

1 8
)

屯
b

旨
訂
Q

已
♪

巾

ユ
r

訂
岩

A
仁

P
-

加

P

い
､

N

W
e
-

t

e

→

→
e
-

-
､

勺
●

わ
･

卜

語
幹

-

∞

諾
､

好
U

ユ
ー

n

-

巴
山

､

∽
.

-

∞

い
.

(

1 9
)

屯
琵
Q

已
Q

訂
♪

せ
戸

山

○
-

『
●

払
●

卜

宝
キ

ー

笠
恥

､

∽
.

N

O

汁

(

2 0
)

一

冨
～

邑
訂
⊇
訂

ぎ
∽

●

}

N

い

-
-

N

叫
■

(

2 1
)

金

子
ハ

ル

オ

｢

い

わ

ゆ

る

窮

乏

化

法

則
の

理

論

問

題
+

『

独

占

資
本

主

義
の

研

究
』

経

済

理

論
学

会

編
､

一

九
六

三

年
､

一
六

一

-

一

六
二

頁
｡

(

一

橋
大

学

大

学
院
博

士

課

程
)
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