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拡
大

す
る

他

な
い

と

し

て
､

一

地

方

史

と

し
て

シ

ェ

フ

イ

ー

ル

ド

を

と

り

(

1
)

あ

げ

た
)

に

す
ぎ
ぬ

の

で

あ

る

が
､

実
は

､

こ

の

シ

ェ

フ

イ

ー

ル

ド

こ

そ

は

極
め
て

興
味
あ

る

特
徴
を

も
つ

地

方
で

あ
っ

た
の

で

あ
る

｡

即
ち

､

そ

の

労
働
者
は

著
し

く

対

称
的
な

二

つ

の

グ
ル

ー

プ

か

ら

成
っ

て

い

た
｡

そ

の

第
一

は
､

軽
工

業
即
ち

刃

物
業
を

中
心

と

す
る

金
属
加
工

業
の

労
働
者

で

あ
っ

て
､

伝
統
的
な

外
観
と

方
式
に

よ
る

小

企
業
が

支
配
的
な
こ

れ

ら

の

産
業
に

は
､

非
常
な

熟
練
を

も
つ

労

働
者
が

従
事
し

て

い

た
｡

第
二

の

グ
ル

ー

プ

は
､

こ

れ

に

対
し
､

巨
大
な

設
備
を

も
つ

大
企
業
に

よ
っ

■て
非

伝
統
的
に

営
ま

れ

る

重
工

業
即
ち

鉄
鋼
業
の

労
働
者
で

､

主
と

し

て

半
熟

練
･

不

熟
練
労
働
者
で

あ
っ

打
｡

著
者
は
シ

ェ

フ

イ

ー

ル

ド

に

お

け

る
こ

の

二

つ

の

グ
ル

ー

プ
の

労
働
者
を

対
比

し
っ

つ

一

八
五

〇
年
以

来
の

こ

の

地

方
の

民
衆
の

歴
史
を

分

析
す
る

の

で

あ
る

が
､

こ

の

二

つ

の

グ
ル

ー

プ

を

対
比

す
る

と

云

う
点
に

､

実
は

､

例
え
ば

同
じ

く
シ

ェ

フ

イ

ー

ル

ド
の

産
業

･

労
働
の

状
態
を

主
に

刃

物
業
に

つ

い

て

み

た
､

(

そ

の

意

味

で

本

(

2
)

辛
が

直

接
に

対

比

さ

る
ぺ

き
)

G
･

H
一

H
.

E
O
‥

古

こ
F
e

C

ま
訂
り

y

ゴ
苧

d
e

こ
田
山

な

ど

に

は

見
ら

れ

ぬ
､

興
味
あ
る

問
題
を

吾
々

に

示

唆
す
る

の

で

あ

る
｡

そ

れ

は
､

こ

の

二

つ

の

労
働
者
グ
ル

ー

プ

が

た

ま

た

ま

生

産
手

段
生

産
部
門
と

消

費
手
段
生

産
部
門
の

産
業
の

労
働
者
で

あ

る

か

ら
､

二

ヽ

ヽ

ヽ

グ

ル

ー

プ
の

歴
史
的

発
展
を

考
察
す
る

と
云

う
こ

と

ほ
､

二

部
門
の

労
働

者
の

相
対

的
な

発
展
傾
向
を

考
察
す
る

こ

と

に

な

る

と

思
わ

れ

る
か

ら
で

あ

る
｡

と
こ

ろ

で
､

資
本
又

は

貸
労
働
の

再
生

産
構
造
の

歴

史
分
析
を

意
図
し

て
､

二

部
門
の

産

業
又

は

そ
の

貸
労
働
を

と

り

あ

げ

よ

う
と

す
る

場
合

､

生
産
手
段
部
門
と

し
て

は

鉄
鋼

･

機
械

･

石

炭
な

ど
の

重
工

業
を

把
え

､

消
費
手
段
部
門
と

し
て

は

織
維
工

業
を

把
え

る

と

云

う
こ

と
が

席
統
的
に

指

な

さ

れ

て

い

る

所
で

あ
る

が
､

こ

こ

で

は

た

ま

た

ま

消
費
手
段
部
門
と

し

β

て

金

属
加
工

費
が

と

り

あ

げ

ら
れ

て

い

る

と

云

う
こ

と
の

意
義
は
ど

こ

に

見
出
さ

る
ぺ

き
で

あ

ろ

う
か
. ｡

こ

の

間
題
に

関
し
て

私
は

次
の

二

点
を

指

摘
し

て

お

き

た
い

｡

(

3
)

即
ち

､

第
一

は
､

金
属
加
工

業
が

最
終
消

費
財
産
業
で

あ

り
､

従
っ

て

(

4
)

大
規
模
化
へ

の

発
展
が

停
滞
的
で

あ

る

と

云

う
事
実
で

あ
る

｡

消
費
手
段

部
門
と

し
て

繊
維
工

業
が

と

り

あ

げ

ら

れ

る

と

云

う
こ

と
は

､

各
先
進
国

を

通
じ
て

事
実
の

上
で

そ

れ

が

資
本
主
義
的
生

産
組
織
上
の

典
型
的
な

発

展
を

､

し
か

も

先
進
的
な

発
展
を

示

し

て

来
て

い

る

と

云

う
点
に

有
力
な

根
拠
が

あ
る

と

思
わ

れ

る

の

で

あ

る

が
､

実
は

そ
こ

に

は

大
規
模
化
又

は

集
積

･

集
中

･

独
占
へ

の

贋
展
が

資
本
制
的
展
開
の

主
要
な

過
程
で

あ

る

と

云

う
理

解
が

存
在
し

て

い

る

と

考
え

ら

れ

る
｡

だ

が
､

既
に

最
近
の

中

(

5
)

小

企
業
論
が

明
ら
か

に

し

て
･い
る

如
く

､

右
の

過
程
に

対
比

さ

れ
､

絵
括

さ

れ
る
べ

き
小

資
本
の

残
存

･

新
生
の

過
超
を

も

見
る

こ

と

な

く
し

て
､

資
本
主
義
発
展
を

そ

の

全

構
造
に

お

い

て

明
ら
か

に

す
る

こ

と

は

不

可

能

で

あ

ろ

う
｡

か

か

る

資
本
蓄
積
論
か

ら
の

視
角
を

再
生

産
論
の

視
角
に

重

ね
る

時
､

吾
々

は
､

優
先
的
な

発
展
を

と

げ
る

第
Ⅰ

部
門
の

産
業
(

労
働
)

と

し
て

､

大
規
模
化
又

は

集

積
･

集
中

･

独
占
へ

の

発
展
過

程
を

典
型
的

に

た
ど

る

鉄
鋼
業
に

対

し
､

相
対

的
に

発
展
が

遅
れ

る

第
Ⅱ

部
門
の

産

業

(

労
働
)

と

し

て
､

最
終
消
費
財
な
る

が

故
に

極
め

て

遅
く

ま

で

小

資
本

と

し
て

残
存
す
る

金
属
加
工

業
を

と

り
あ

げ
る

こ

と

に
､

極
め
て

注
目

す

べ

き

意
義
を

見
出
す
の

で

あ
る

｡

第
二
の

意
義
は

､

金
属
加
工

業
が

鉄
鋼
業
に

よ
っ

て

原
料
を

供
給
さ

れ



L
r
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0
〇

一(

る

直
接
的
な

関
連
産
業
で

あ

る

と
一

宇
ブ

事
実
に

あ

る
｡

こ

れ

は
､

吾
々

の

関
心

が

特
に

産
業
資
本
段
階
か

ら

独
占
段
階
へ

の

移
行
期

､

更
に

は

独

占

段
階
そ
の

も
の

に

あ

る

こ

と

と

関
連
し

て
､

両

産
業
に

亙

る

縦
断

的
結
合

を

含
む
二

つ

の

産
業
の

相
互

的
関
連
に

関
す
る

よ

り

豊
富
な

素
材
を

提

供

す
る

可
能
性
を

与
え

る

と

思
わ

れ
る

｡

何
こ

れ

ま
で

見
て

来
た

如
く

､

本
書
は

そ

れ

身
体
と

し

て

吾
々

に

興
味

あ

る

事
実
を

示

す
こ

と
が

新
得
さ

れ

る

の

で

あ

る

が
､

と

は

云

え
､

本
稿

の

如
く

､

本

書
が

提
供
す
る

諸
事
実
を

廣
材
と

し
て

､

吾
々

が

独

自
に

貸

労
働
構
造
の

史
的

発
展
を

考
察
し
ょ

う

と

す
る

場
合

､

吾
々

が

あ

ら

か

じ

め

知
っ

て

お

く
ぺ

盲
方
法
上
の

限
界
を

も
､

当
然
の

こ

と

な

が

ら

本
書
は

持
っ

て

い

る
｡

そ

の

第
一

は
､

本
書
が
シ

ェ

フ

イ

ー

ル

ド

の

労
働
の

歴
史
に

付
与
す
る

時
期
区

分
の

方
法
で

あ

る
｡

本
書
が

対

象
と

す
る

時
期
は

一

八

五

〇
年
か

ら
一

.
九
三

九
年
間
で

あ

る

が
､

頒

ラ
ー

ド
は

こ

れ

を

次
の

如
く

四
つ

の

時

期
に

区

分
し
て

い

る
｡

一

､

シ

r

フ

ィ

ー

ル

ド

に

あ
っ

て

の

産
業
革
命
以

前
の

時
期
(

一

八

五

〇

年
の

時
点

で

考

案
さ

れ

る
)

｡

二
､

■
シ

ェ

フ

イ

ー

ル

ド

に

と
っ

て

の

産
業
革
命
に

当
る
一

八
五

〇
～

一

八

九
三

年
｡

三
､

自
由
主
義
の

終
宕
た

る
一

八

九

三

～
一

九
+

三

年
｡

四
､

戦
争
と

恐
慌
の

時
期
と
し

て

の
一

九
一

四

～
一

九
三

九
年

｡

著

者
の

こ

の

時
期
区
分
に

見
ら

れ

る

独
自

性
は

､

(

地

方

史

研

究
､

と

り

わ

け

地

方
の

民

衆
を

研

究

す
る

場

合
､

民

衆
と

り

わ

け

地

方
の

民

衆
は

歴

史
の

能
動
着
で

あ

り

決
定

者
で

あ

る

よ

り

も
+

受
動

着
で

あ
り

決
定
へ

の

反

動

着

で

あ
る

こ

と
か

ら
､

か

1

る

歴

史
は
こ

れ

ら
の

民

衆
へ

の

影

響
が

(

6
)

強
い

も
の

が

重

要
な

意
味
を

も
つ

も

の

と

し

て

措

か

れ

ね

ば

な

ら
ぬ
)

と

云

う
､

彼
の

地

方
史
研
究
の

方
法
に

基
づ

く

も
の

で

あ

る
｡

即
ち

彼
は

､

右
の

方
法
に

基
い

て
､

シ

ェ

フ

イ

ー

ル

ド

の

労
働
の

歴
史
を
シ

ェ

フ

ィ

ー

ル

ド
の

み
の

視
野
で

時
期
区

分
し

て

把
え

た

の

で

あ

る
｡

だ

が
､

仮
り
に

産
業
的

･

地

方
的
発
展
の

不

均
等
性
を

考
慮
し

た

と

し

て

も

な

お
､

同
一

市
場
圏
に

あ
る

場
合

､

あ
る

地

方
の

経
済
的
発
展
は

､

全
体
又

は

と

り

わ

け

最
も

進
ん
だ

地

方
の

経
済
的
発
展
の

影
響
を

受
け

る

こ

と

に

吾
々

は

留

意
せ

ね

ば

な
る

ま
い

｡

と

す
れ

ば
､

シ

ェ

フ

イ

ー

ル

ド
の

歴
史
は

､

イ
ギ

リ
ス

の

経
済

･

社
会
史
の

縮
図
と

し

て
､

更
に

は

世
界
の

資
本
主

義
発

展

の

中
で

､

把
え

ら
る

べ

き

で

あ
っ

て
､

か

か

る

観
点
に

立
つ

限
り

､

.
特
に

次
の

諸
点
に

つ

い

て

ポ

ラ

ー

ド
の

時
期
区

分
を

､

そ

の

ま

ま

吾
々

は

利
用

す
る
こ

と

が

出

来
な
い

｡

∽
す
で

に

イ
ギ

リ

ス

の

産
業
革
命
が

終
っ

た
一

八

五

〇

年
以

前
を

､

シ

ェ

フ

イ

ー

ル

ド

で

は

産
業
革
命
前
と

規
定
す
る

こ

と
｡

㈹
一

八

五

〇
～

一

八

九
三

年
を

一

括
し
て

把
え

㌢
)

と
｡

特
に

世

界

市
場
の

変
動
の

イ

ギ

リ
ス

ヘ

の

影
響
と

し
て

重

要
な

意
味
を

も
つ

一

八

七
ヽ

三

年
に

始
ま

る

大
不

況
を

軽
視
す
る

こ

と
｡

い
七

三

年
の

大
不

況
か

ら
一

ヽ

ヽ

ヽ

(

7
)

質
し

て

｢

過

渡
期
+

と

し

て

把
え

ら

る
ぺ

き
一

八

九
三

～
一

九
一

四

年
を

独
白
の

一

時
期
と

す
る
こ

と
｡

仰
吾
々

の

賃
労
働
史
構
想
の

た

め
の

資
料
と
し

て

考
え

る

場
合
本

書
の

も
つ

方
法
上
の

限
界
の

第
二

は

賃
労
働
分
析
の

方

法
に

係
わ

る
｡

著

者

は
､

右
で

見
た

四
つ

の

時
期
に

つ

い

て
､

最
初
に

シ

よ

フ

ィ

ー

ル

ド
の

民

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

衆
の

生

活
を

全

体
と

し
て

概
観
し

､

つ

い

で

軽
工

業
及
び

重

工

業
の

産

業

に

お

け
る

労
働
者
の

状
態
を

明
ら
か

に

し
て

い

る

が

(

従
っ

て
､

各

時

期

2 7 宙
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は

三

幸
か

ら

成
る
)

､

軽
工

業
･

重
工

業
の

分
析
わ

順
序
は

､

産

業
の

雇
用

の

場
と

し

て

の

重

要
性
に

沿
っ

て

行
わ

れ

て

お

り
､

一

九

二
二

年
ま

で

は

軽
工

業
か

ら

重
工

業
へ

と

分
析
が

進
め

ら
れ

る

が
､

第
四

期
に

こ

の

順
序

は

逆
転
す
る

｡

各
分

野
に

関
す
る

分
析
項
目
は

各
時
期
に

よ
っ

て

若
干
の

ヽ

ヽ

相
異
が

見
ら

れ

る

が
､

第
一

の

革
で

は
い

わ

ば

生

活
の

面
が

､

住
宅

･

衛

生
･

生

活
水
準

･

娯
楽

･

宗
教

･

文
化

･

政
治
運
動
に

お

い

て

明
ら
か

に

ヽ

ヽ

さ

れ
､

第
二

･

第
三
の

章
で

は
､

労
働
の

面
が

技
術
過
程

･

生

産
関
係

･

賃
銀
等
の

労
働
諸
条
件

･

労
働
組
合
な

ど
に

関
し

て

分
析
さ

れ

る
｡

ポ

ラ
ー

ド

の

方
法
の

も
つ

限
界
は
こ

こ

で

ほ
二

つ

で

あ
る

｡

即
ち

第
一

に
､

貸
労
働
の

分
析
と
し
て

右
の

如
き

諸
項
目
は

労

働
の

再
生

産
を

全
面

に

亙
っ

て

把
え
て

い

る

と

云

い

得
る

で

あ

ろ

う
か

｡

又
そ
の

分
析
順
序
は

妥
当
で

あ

ろ

う
か

｡

こ

の

問
題
に

関
し

て

吾
々

ほ

次
の

二

点
を

指
摘
し

得

る

で

あ

ろ

う
｡

∽
生
活
か

ら

労
働
へ

分
析
が

進
め

ら

れ

る

こ

と

は

疑
問
で

あ

る
｡

こ

れ

は
､

ボ

ラ
ー

ド

の

方
法
が

､

更
に

立

ち

入
っ

て

み

る

時
､

各

項
目
を

相
互
に

切

り

離
し
､

項
目

毎
に

賃
労
働
を

全

体
と

し

て

考
察
す
る

と

云

う
方
法
で

あ

る
こ

と

と

も

密
接
に

関
連
す
を

も

の

で

あ

る
｡

貸
労
働

の

構
造
を

明
ら

か

に

す
る

た

め
に

は
､

基
本
的
に

は

労
働
の

場
で

区

分
さ

れ

る

個
々

の

型
の

質
労
働
を

､

各
モ

の

再
生

産
に

お

い

て

把
え
つ

つ

､

相

互
の

関
連
を

明
ら

か

に

し
･て
行
こ

う
と

す
る

試
み
が

必

要
な

の

々

は

あ

る

ま
い

か
｡

00
市
場
分
析
が

な
い

こ

と
｡

こ

の

こ

と

は
､

本
書
が

シ

ェ

フ

イ

ー

ル

ド

の

地

方
的
発
展
に

視
野
を

限
定
⊥
て

い

る
､

と

云

う
先
の

疑
点
と

関
連
す
る

｡

他
産
業

･

他
地

方
か

ら
の

労
働
の

流
入

(

又
は

流
出
)

が

分

析
さ
れ

る

な

ら
ば

､

シ

ェ

フ

イ

ー

ル

ド
の

賃
労
働
が

全
イ
ギ

リ

ス

の

貸
労

働
の

発
展
に

(

更
に

は
､

労
働
力
の

せ

界
市

易
的

連

関
に
)

規
定
さ

れ

る

こ

と

を

も

明
ち
か

に

す
る

で

あ

ろ

う
｡

賃
労
働
分
析
の

方
法
に

関
す
る

第
二

の

限

界
は

､

労
働
の

型
分
類
を

ど

の

よ

う
に

行
う
か

の

問
題
で

あ

る
｡

既
に

述
べ

た

如
く

､

ポ

ラ
ー

ド

は
､

ま

さ
に

大
工

業
と

小
工

業
と

に

対

比

さ

れ

る

が

故
に

軽
工

業
と

重
工

業
と

に

産

蓑
更
に

ほ

労
働
を

区
分
し
て

分
析
を

進
め

て

お

り
､

こ

こ

に

吾
々

は

重
要
な

意
義
を

見
出
し

た
の

で

あ

る

が
､

型
の

分

類
は
こ

れ
で

充
分
で

あ

ろ
う
か

｡

例
え

ば

後
で

詳
論
す
る

如
く

､

吾
々

は
､

本
書
に

よ
っ

て

大
工

業
と

小

工

業
の

賃
労
働
の

歴
史
的
発
展
の

趨
勢
を

把
え

る

こ

と

が

確
か

に

出
来
る

の

で

あ

る

が
､

両
者
の

発
展
の

相
互
規
定
性

､

内
的
連
関
に

つ

い

て

は

把
え

得
な
い

の

で

あ

る
｡

こ

れ

は
､

対

比
さ

れ

た

二

つ

の

賃
労

働
が

別
個
の

産
業
労
働
を

各
モ

全
体
的
性
蒋
と

し
て

分
析
さ

れ

て

い

る

点
に

由

来
す
る

と

思
わ

れ

る
｡

も

し
ポ

ラ
ー

ド
が

､

労
働
を

単
に

産
業
に

よ
っ

て

区
分
す
る

と

云

う
こ

と

か

ら
一

歩
分
析
を

進
め
て

､

重
工

業
･

軽
工

業
の

各

産
業
部
門
内
に

お

け

る

大
工

業
と

小
工

業
､

更
に

は

そ

れ

ら
の

労
働
を

も

析
出
し
て

い

た

と

す
れ

ば
､

吾
々

は

後
の

分
析
に

二
層

興
味
あ

る

諸

事

実
を

期

待
し

待
た

で

あ

ろ

う
｡

以

上

私
は

､

ポ

ラ

ー

ド

批
判
を

借
り
て

､

賃
労
働
構
造
分
析
の

方
法
上

の

問
題
の

い

く
つ

か

を

論
じ

て

来
た

｡

以

下
私
は

､

右
の

限
定
を

考
慮
し

つ

つ
､

ポ

ラ
ー

ド

の

示
し

た

諸

事
実
を

も

と
に

吾
々

自
身
の
､
賃
労
働
の

歴

史
を

構
想
し
て

み

た
い

｡

そ

し

て

そ

れ

を

吾
々

独
白
の

賃
労
働
の

歴
史
分

析
へ

の

示

唆
と

し

た
い

｡

(

1
)

勺
C
-

-

P

‥
己

-

ワ

5.-
.

(

2
)

吋
○

〓
p

只.

r

-

ワ

ユ
.

(

3
)

シ

ェ

フ

イ

ー

ル

ド

の

軽
工

業
は

､

ヤ

ス

り
､

カ

マ

､

道
具
(

t

?

β∂0



○
-

且

を

除
け

ば
､

ナ

イ
フ

､

フ

ォ

ー

ク
､

ハ

サ
､
､

､

､

カ
､

､

､

ソ

リ

の

刃

な

ど

最

終

消

費

材
で

あ
っ

た
｡

し
か

も

性

格
が

不

明
の

こ

の

ヤ

ス

リ

以

外
の

非

消

費

材

部

門
は

雇

用
の

場
と

し
て

は

小
さ

か

っ

た
｡

(

4
)

棉
作

､

紡

蹟
､

縮
織

に

三

分

化

さ

れ

た

綿
業

､

及
び

､

養
蚕

､

製
糸

､

絹
俄
に

三

分

化

さ

れ

た

絹
業
に

つ

い

て

各
､

紡

績
､

製
糸
を

主

導

者
と

し

て

次
の

如
く

指
摘
し

た

山

田

盛

太

郎
の

｢

分

析
+

を

想

起
さ

れ

た
い

｡

｢
(

紡

績
製
糸

は
)

原

始

産

業

特

有

な

自

然

的
制

約
よ

L
r

■( 8 3) 研 究 ノ

り

脱
化
し

且

つ

棉
製

産

業
特

有
な

分

岐
的

偏

局

性
に

は

陥
ら

ぬ

所
の

劃
一

的

要

素

的
な

る

も
の

従
っ

で

典

型

的

な

資
本

主

義
生

産
と

具

現

し

ぅ
る

も
の

+

(

傍
点

引

用

者
､

｢

日

本

資
本

主

義

分

析
+

一

九

四

九

年
版

十
三

頁
｡

)

(

5
)

北
原

勇
｢

資
本
の

集

積
･

集
中

と

分

裂
･

分

散

-
中
小
工

業

論

序
説
+

(

『

三

田

学

会

姓

議
』

第
五

〇

巻
七

号
)
､

中

村

秀
一

郎
｢

日

本
の

中
小

企

業
間
題
+

一

九

六
一

年

等
｡

但
し

､

か

か

る

中

小

企

業

論
の

展
開

は
､

視

角
を

異

に

は

す
る

が
､

山

中

篤
太

郎

｢

中
小
工

業

の

本

質
と

展

開
+

一

九
二

八

年
に

､

既
に

方

法

的
に

は

提
起
さ

れ
て

い

た

と

思

わ

れ

る

(

特

に

四
､

五

三

～
六

〇

頁
)

｡

(

6
)

吋
○
-

-

p

a
､

9

5 .

}

～
5 .

芦

(

7
)

本
稿

四

節

で

の

考

察
が

､

私
の

こ

の

東
宝
の

意
味

(

資
本

主

義

関

係
の

普
及

･

純

化
の

道

程

と

段

階

変

動
の

過

程
の

併

得
)

を

示

唆

す
る

で

あ

ろ

う
｡

三

貸
労
働
構
造
の

展
開

本
稿
に

お
い

て

私
が

特
に

指

摘
し

た
い

と

思
う
第

一

の

点
は

､

既
に

述

べ

た

如
く

､

シ

ェ

フ

イ

ー

ル

ド

の

賃
労
働
を
二

部
門
に

分
け
て

､

考
察
し

た

と

云

う
ポ

ラ

ー

ド

の

方
法
に

よ
っ

て

は

じ

め
て

吾
々

が

認
識
し

得
る

､

賃
労
働
構
造
の

歴
史
的
展
開
に

お

け

る

基
本
的
動
向
で

あ
る

｡

そ

れ

を

吾

吾
は

､

彼
の

型
分
類
に

基
い

て

次
の

如
く

把
握
す
る
こ

と
が

出
来
る

｡

即

ち
､

シ

ェ

フ

イ

ー

ル

ド

の

賃
労
働
の

全

体
の

発
展
を

規
定
す
る

も

の

は
､

一

八

五

〇

-
一

八

九
三

年
を

競
合
の

時
期
と

し
て

､

軽
工

業
か

ら

重
工

業

へ

即
ち

消
費
手
段
生

産
部
門
か

ら

生

産
手

段
生

産
部
門
へ

転
換
し

た
｡

こ

の

こ

と

は

別
表
の

雇
用
の

場
と

し

て

の

両

部
門
の

相
対

的
発
展
の

中
に

明

S 血e 伍el d の 重 工 業 ･ 軽 工 業 の 雇 用 量 の 推移

1 9 3 11 9 2 11 8 9 1 1 1 9 1 1
1 8 5 1

前 後

3 1
,
1 4 14 0

,
5 3 63 2

,
1 0 0 【 3 4

,
8 0 02 1 ､3 5 0軽 工 業

6 5
,
7 2 42 1

′
3 8 4 i 3 8

,
3 7 95

,
2 0 0重 工 業

( P ol l a . T d
, p p . 3 3 1 ～ 3 3 6 より作成 .)

瞭
に

認
め

ら
れ

る

が
､

む
し

ろ

注
目

す

べ

き

点
は

次
の

如
き

相
互

の

直
接
的
関

係
で

あ
る

｡

即
ち

､

∽
一

八

五

〇

年
前

後
の

時
期
に

は
､

製
鋼
業
は

刃

物
業
等

の

軽
工

業
に

対

す
る

原
料
供
給
産
業
と

し
て

の

み

あ
っ

た
｡

か

か

る

市
場
条
件

に

よ
っ

て
､

製
鋼
業
の

発
展
は

軽
工

業

に

よ
っ

て

制
約
さ

れ

て

い

た
の

で

あ
っ

て
､

刃

物
業
が

当
時
シ

ェ

フ

イ

ー

ル

ド

に

集
中
し
て

い

た
こ

と

を

反
映
し
て

製

鋼
業
も

亦
こ

の

地

方
に

集
中

し

て

い

(

1
)

た
｡

こ

れ

と

関
連
し

て

興

味
あ

る
こ

と

は

製
鋼
業
の

系
譜
で

あ

る
｡

即
ち

､

主

要
な

製
鋼
業
者
の

多
く

は

軽
工

業
か

ら

発
生
し

た

の

で

あ
っ

て
､

十
九

世
紀
中

一
.

⊥

実
の

大
製
鋼
業
者
の

多
く

は

軽
工

業
部

が
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(

丑
)

門
を

も

統
合
し

て

営
ん

で

い

た
｡

こ

れ
に

対

し
て

､

一

八
五

〇
-

一

八

九

〇
年
に

か

け
て

､

鉄
道

･

造

船
･

機

械
の

発
展

､

同
時
に

錬
鉄
か

ら

鋼
鉄

へ

の

転
換

､

更
に

は

イ

ギ

リ

ス

及
び

外
国
政
府
に

よ
る

軍
需
品
購
入
な

ど

に

よ

り
､

重
工

業
(

製

鋼

業

及
び

こ

れ

と

結
び

つ

く

機
械
工

業
)

は

急
速

に

発
展
す
る

所
と

な
っ

た
｡

か

く
て

､

今
や

軽
工

業
の

発
展
に

規
制
さ

れ

る
こ

と

な

く

重
工

業
は

独
白
に

し

か

も

よ

り

急
速
に

発
展
す
る

所
と

な
っ

(

3
)

た

の

で

あ

る
｡

的
こ

の

こ

と

は
､

生

産
様
式
の

展
開
の

中
に

も

明
瞭
に

認
め

る

こ

■
と

が

出
来
る

｡

即
ち

､

一

八
五

〇

年
前

後
の

時
期
の

製
鋼
業
は

､

極
め

て

小

規

模
な

企
業
に

よ
っ

て

営
ま

れ
､

生

産
様
式
も

亦
チ

ー

ム

制
度
と

云

わ

れ

た

(

4
)

下
請
契
約
の

利
用
な

ど

旧

生

産
様
式
を

温

存
さ

せ
て

い

た
が

､

こ

れ

は
､

柑
禍

製
鋼
と

云

う
技
術
的
条
件
に

も

制
約
さ

れ

て

は
い

た
が

､

こ

れ

ら

製

鋼
業
を

統
合
し
て

営
む

軽
工

業
白
身
が

本
来
家
鳩

濾
営
的
な

小

企
業
に

よ

っ

て

営
ま

れ

て

い

た
こ

と

と

密
接
に

関
連
し

て

い

た
｡

し
か

る
に

､

既
述

の

如
き

市
場
拡
大
を

背
景
と

し
て

､

七

〇
年
代
以

降
ベ

ア

セ

マ

一

法
､

更

に

は
シ

ー

メ

ン

ス

･

マ

ル

チ
ン

平

炉
製
鋼
法
へ

の

転

換
が

進
む

に

つ

れ

て
､

漸
く

､

一

八
五

〇
-

一

九
三

九
年
の

全
期
間
を

通
じ
て

小

規
模
生

産

が

支
配
的
で

あ
っ

た

軽
工

業
と

対
比

的
な

､

製
鋼
業
の

大
規
模
化

､

生

産

様
式
の

近

代
化
が

進
め

ら

れ
､

こ

の

部
門
に

株
式

会
社
の

生

成
､

企
業
結

(

6
)

合
な

ど

が

進
行
す
る

所
と

な
っ

た
｡

以
上

の

如
き

､

全
体
と

し
て

の

シ

ェ

フ

イ

ー

ル

ド
の

賃
労
働
構
造
の

展

開
の

意
義
は

何
で

あ

ろ

う
か

｡

端
的
に

云

え

ば
､

そ

れ

は

産
業
に

お

け

る

い

わ

ゆ
る

第
一

部
門
と

第
二

部

門
の

発
展
の

不

均

等

性
そ

の

も

の

で

あ

る
｡

即
ち

､

シ

ェ

フ

イ

ー

ル

ド
の

二

大
産
業
部
門
が

右
の

如
く

発
展
に

お

け

る

不

均
等
性
を

示
し

た

の

は
､

明
ら
か

に

イ

ギ
リ

ス

経
済
構
造
全
体
に

湖

お

け

る

第
一

部
門
の

急
速
な

発
展
(

も

と

よ

り
こ

こ

で

は

鉄
よ

り

鋼
へ

の

転
換

と

云

う

要
因

も
あ
っ

た

が
)

に

基
づ

く

も
の

で

あ
っ

た
｡

換
言
す
れ

ば
､

製
鋼
業
の

発
展
の

契
機
は

､

そ
れ

が

単
に

消

費
財
生

産
へ

の

原
料
供

給
者
と

し

て

の

位

置
か

ら
､

即
ち

第
二

部
門
の

発
展
の

単
な

る

反
映
に

す

ぎ
ぬ

発
展
し

か

な

し

得
ぬ

位
置

(

消

費

手

段
の

た

め
の

生

産

手

段
生

産
)

か

ら
､

第
二

部
門
と

は

相
対

的
独
自
性
を

も
っ

た

発
展
を

と

げ

得
る

生

産

手
段
生

産
諸
部
門
へ

の

原
料
供
給
者
の

位
置
(

生

産

手

段
の

た

め
の

生

産

手

段

生

産
)

に

転
換
す
る

こ

と

に

よ
っ

て

も

た

ら

さ

れ

た

も

の

で

あ
っ

た
｡

し

か

し

な

が

ら
､

賃
労
働
の

歴
史
的
展
開
を

問
題
に

し

よ

う
と

す
る

こ

こ

で

は
､

二

部
門
の

発
展
の

不

均
等
性
の

意
味
よ

り

も
､

む

し

ろ
こ

の

不

均
等
発
展
の

結
果
と

し

て
､

貸
労
働
の

歴
史
的
展
開
に

生

じ

た
二

つ

の

型

が

吾
々

の

関
心

を

奪
う
で

あ

ろ

う
｡

即
ち

､

吾
々

は

こ

こ

に
､

小
工

業
か

ら

大
工

業
更
に

は

独
占
へ

と

発
展
す
る

産

業
の

賃
労
働
と

､

ほ

と

ん

ど

全

時
期
を

通
じ
て

小
工

業
に

と

ど

ま

り

僅
か

に

大
工

業
へ

の

緩
慢
な

発
展
の

跡
を

示
す
に

と

ど

ま
る

産
業
の

賃
労
働
と
の

著
し
い

対

此
を

見
出
す
の

で

(

7
)

あ

る
｡

次
に

私
は

､

シ

ェ

フ

イ

ー

ル

ド

に

お

け

る

こ

の

二

つ

の

賃
労
働
の

各
と

に

つ

い

て
､

そ
の

発
展
の

傾
向
を

跡
づ

け
､

そ
の

意
味
に

つ

い

て

若

干
の

考
察
を

行
い

た
い

｡

(

1
)

勺
○

亡
p

a
-

ワ

3
”

p
H

.

H
.

E
O

且
こ
F

e

C

已
-

e

召

ゴ
邑
e

)

-

心

-

い
〉

勺

9

¢

心

～
-

0

〇
.

(

2
)

せ
U
-

-

告
♀

9

讃
r

中

川

敬
一

郎
｢

一

九

世

紀
イ

ギ

リ

ス

経

営

史

の

基

本

問

題

-
自
由
貿

易
体

制
下
の

企

業

経

営
と

そ

こ

に

現
わ

れ



シ

( 8 5 )
､､

研 究 ノ ー ト

た

『

自
己

破

壊
』

の

層

相

-
+

(

｢

社

会

経

済

史

体

系
+

Ⅶ

巻
所

収
)

一

四

七

1
一

五

〇

頁
｡

(

3
)

二

〇

せ

紀
初

頭
の

シ

ェ

フ

イ

ー

ル

ド

鉄

鋼

業

の

大
･

中

企

業

は
､

鉄

道

資
材

､

生

産

機

械
工

業
､

軍

需
品

工

業

を

統

合

し
て

営
ん

で

い

た
｡

こ

れ

に

対

し
､

刃

物

業
に

対

応

す
る

小

村
禍

製
鋼

企

業
が

多
数
存
在
し

て

い

た
｡

(

｢
O

a

A
b
e

言
○

ロ

弓
P

¥

→
F
e

田
P
S
小

O

H

n
･

( .

F

賢
訂

書
f

G

岩
監

守
芹
p

ぎ
ー

溜
N

〉

勺
･

h

芦

匂

勺
･

巴
～

芦
)

(

4
)

勺
○
-
-

P

邑
､

匂

p
.

∞

山

～
00

牟
.

(

5
)

大

企

業
が

小

親
方

を

買
収

す

る

場
合

､

家

族

経

営

的
な

管
理

能

力

を

越
え
る

新
工

場
の

建
設

､

生

産
設

備
の

拡

充

の

形

態

を

と

ら

ず
､

被
買
収

企

業
の

経

営

者

(

親

方
)

を

そ

の

ま
1
､

そ

の

工

場
の

支

配

人

に

任

命
し

､

経

営
の

拡

大
の

み

を

は

か

っ

た
｡

(

中

川
､

前

掲

論
文

､

一

四

八

頁
｡

吋
○
】

-

P

a
-

p
.

N

O

P
)

(

6
)

冒
-

-

P

且
)

ゃ
ゃ

ー

β
～
-

巴
)

宅
･

N

N

い

～
N

N

P

A

訂
3
0

日
W
P

y

O

p
.

〇
-

t
こ

勺
り

悪
～
$

〉

重
工

業
部
門
の

大

規
模

化
､

近

代

化
に

対

し

て
､

軽
工

業
部

門
で

は
､

二

〇

世

紀
に

入
っ

て

も

な

冶
､

小

企

業
が

支
配
的
で

あ

り
､

大
工

場
又

は

商
人

資
本
に

従

属

す
る

工

場
外

労
働

者
(

○

巨

竜
0
1

打
e

ユ

も

亦
多

数

残

存

し
て

い

た
｡

し
か

も

十

九
世

紀

末
よ

り

発
生

し
て

い

た

大
工

場
(

五

〇

〇

と
二

〇

〇

〇

人
を

使
用
)

も
､

こ

れ

ら
エ

場
外

労
働
者
を

利
用

し

た

上
､

工

場

内
に

チ

ー

ム

制

度
な

ど
の

下

請

契
約
を

導
入

し

て

い

る
･
な

ど
､

旧

生

産
様

式
の

叔
強

い

残

韓
が

見

ら

れ

た
｡

(

吋
○
-

-

P
]

己
､

ワ
N

O

か

～
ご

河
○
)

さ
ー

C
0

2
日
-

甲

巴
○

ロ

O

P

t

ど
吋
0
0
→

F
a

弓
口

甲
ロ

ト

河
e
-

訂
巾

O
f

ロ
訂
t

記
宏

､

A
マ

小

西
口

巴
舛
丁

七

d
-

声

m
e

<
H

H
H

一

-

¢

岩
､

∞

∞

レ

巴
～
思
い

∞
(

ご

(

7
)

吾
々

は
､

こ

こ

で
､

十

九

世

紀

末
に

ピ

ア

ト

リ

ス

･

ウ
エ

ア

ブ

が
､

当
時
の

苦

汗

労
働
を

､

労
働
組

合
を

有

す
る

従
っ

て

主

と

し
て

大
工

業
の

賃
労
働
と

対

比

七
て

認

識

し
た

こ

と
､

即
ち

､

彼
女

が
､

当

時
の

貸
労

働
を

右
の

二

大

範
噂

と

し
て

把
え

た

こ

と

を

想

起
し

た

い

(

拙

稿
､

｢

ウ

ェ

ア

ブ
･
の

労
働
問

題

研

究

-
十

九

世

紀
末
イ

ギ

リ

ス

の

家

内
工

業
､

小

工

業
の

貸
労

働

研

究

序

説

-
+

『

フ

ェ

ビ

ア

ン

研

究
』

一

九
六

一

年
､

五
､

六

月

号

参

照
)

｡

そ

七

て

同

時

に
､

当

時

｢

苦

汗
+

と

し

て

問
題

化

し

た

産
業

(

又

は

労
働
)

は
､

(

例

え

ば
､

一

八

八

八

～
九

〇

年
､

の

苦

汗

調
査

特

別

委

員

会

の

対

象

産

業
)

は
､

裁

縫
､

靴
､

家
具

､

皮

革
､

釘
､

鎖
､

刃

物
､

外

套
､

シ

ャ

ツ

等
､

主

と

し
て

最

終

消

費
材
生

産

部

門
で

あ

る

こ

と

に

注

目

し

た

い
｡

(

ヨ
巾
t

F

押
e

p
O

ユ
f

3
m
t

F
O

S
e
-

e

O
t

C
0

2
m

吉
e

e

O
f

t

F
e

H
O

声
S

e

O
巾

P
O

邑
払

O
n

叶

F
e

S

司
e

p
t

訂
的

S
u

蒜
t

e

ヨ
ー

ー

∞

苫
〉

や

叶
-

-

H
.

)四

重
工

業
の

賃
労
働
の

発
展

最
初
に

出
発
点
た
る

一

八
五

〇
年
前
後
の

賃
労
働
の

形
態
を

明
ら
か

に

し

て

お
こ

う
｡

こ

の

時
点
で

は
､

重
工

業
の

賃
労
働
も

軽
工

業
の

そ

れ

と

形
態
的
に

同

質
で

あ
っ

た
｡

そ
れ

は
い

ず
れ

に

お
い

て

も
､

小

規
模
で

手

工

的
な

技
術
工

程
に

お
い

て

作
業
を

営
む

､

徒
弟
制
度
を

経
た

熟
練
労
働

者
が

中
核
で

あ

る
こ

と
､

そ

し
て

こ

の

手
工

的
熟
練
を

基
礎
と

し

た

下
請

関
係
=

二

重

雇
用
(

搾

取
)

制
度
が

普
及
し

て

い

た
こ

と
に

よ
っ

て

性
格

つ

け

ら

れ
て

い

た
｡

軽
工

業
で

は

か

か

る

下
請
関

係
は

､

散
在
せ

る

小

親

3

方

(
-

賢
-

e

m
P

賢
e

ユ

や
エ

象
外
労
働
者
(

○

ま

弓
○

旨
e

ユ

が

大
企
業
や

お
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こ

､
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･

賢･- ( 8 7 ) 研 尭 ノ
十

ト

､急き-
し
､ 区 熟 範 旧 ら ぬ 機 を 把 八 さ

1

ァ る に 題 方 論 段 態 11 故 な 合
ウ1戸

別 練 合 熟 先 か こ を 確 握 七 れ メ
'

入 な 法 に 階 で 技 に ど の

▲･■
レ

す の の 練 ず の こ 見 定 す 三 な り 方 つ の に は に 育 術
'

の 形

_▼
≡三

千

.
る 企 形 の 何 手 で 出 し る l が カ 法 た は は 首 お 成 独 こ 根 成

二芙こ㌧ミ 必 業 成 解 よ が は す よ こ
一

ら の で と
､

な 肯 け さ 占′
れ 抵 担

ち

要 内
)

体 り か
'

こ う と 九 も 独 あ し こ お さ る れ を を に
､

･･還 ･ が 的 な Il も り こ と と は 一

'

占 る て れ 苦 る 賃
､

背 自
､

賃
･′

1 ･

あ 養 ど 二
'

を の も す 出 三 な 資
0

､

ら 千 ぺ 労 従 景 由 労 労

賢
二

; 三笠芸貢
■

吉富襲撃竜野喜歪芸孟蓋善書塁一

孟主至芸貰
¥ ア 息 働 の 制

､

と と あ 右 他 ギ に 成■方 点 に の 少 の 働 生 義 動 も

♭一 わ カ 変 度 右 ど り る の 方 り 独 ･ 法 で 見 余 く 基 移 れ 段 の の

れ 独 化 の の め わ
_

0
一

'

ス 占 展 に 生 ら 地 な 礎 動 た 階 自 の

穿
こ

る 占 と 崩 諸‾た け 充 連 理 経 形 閲 よ ず れ が い と が 新 と 由 運
真;･･

0

を
､

壊 変 い 後 分 の 論 済 成 に つ る る あ の し 困 熟 規 と 動

一髪…≡
■

t

二∴ 去三警β』
■警

0

君晶芳墓望見去這琵J 宣言晶警聾雪亨表
･句. 二 う と の 叔 う

)

幅 に 疇 の 出 世
､

を 九 思 る え あ 働
'

自 合

院てこ
の す 形 対 ち を と 独､

と 複 す 界 一

全 世 わ が て る 着 こ 由 の

,藍三ニイ羞嘉墓彗璧冨警要義薫壷豪雪重宝蔓姦…
三

言壷墓蔓掌
‾･■
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知

′
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- ;占わ
-

1一

凱
ま

列 と 11 美 行 い 持 的 形 相
､

影 ツ と 段 も 定 の 独 の 独 も 思

芝
プ

チ' の を 新 別 王l く た 契 態 を - 響 ･ す 階 間 の 立 占 形 占 つ 想
羅 こ

L 占ユ

.̀
熟′∴

､
･宗/ 慧考禁書提宗壷翳:

イヒ墓 こ 雲型讐嘉星空星雲与若き畏琵
転‾i

∴一 三
○

悪; 覧㌫晶苗貢:警苦詮雪至芸ゑ言漂着急告誓漂這号竺 ･
こ

堅≠′ 芸孟宗宗吾苧宗男:笑今習
J

責苦東雲言警護宝篇要覧ご
甘

･･
=ちl､ ＼ ･ 刺 青 練 と 研 成 特､ 企 填 て 本 の の 残 相 お

､

べ へ 革 変 云

をニュ
て

ワ 度 と 労 が 究
+

徴 ､ 業 ′合 第 段 で 変 捧 対 け 賃 き の 命 化 え

ば
､

∽
旧

熟
練
の

崩
壊
は

一

部
の

独
占
的
大
企
業
の

(

1 0
)

で

は

な
い

｡

㈹
こ

れ

ら

の

変
化
は

､

既
に

木
綿
工

業

期
を

経
て

進
行
し

て

い

た
｡

㈹
何
よ

り

も
､

手
労
働

移
行
は

､

理

論
的
に

は

資
本

制
生

産
一

般
の

進
行
と

も
の

で

あ

る
｡

こ

の

こ

と

と

関
連
し
て

､

旧

熟
練
残

労
働
の

再
生

産
構
造
を

分
析
す
る

場
合
の

基
礎
で

あ

る

労
資
の

関
係
に

は
､

熟
練
労
働
者
が

な

お

資

本
に

的
独

立

性
を

基
礎
に

し

た
､

二

重
雇
用
制
度
と

云

う

が

存
在
し
て

い

た
｡

従
っ

て
､

こ

の

残

淳
を

払
拭
す

化
は

､

資
本
制
生

産
様
式
の

普
及

･

純
化
と

し
て

理

あ
る

､

と

私
は

考
え

る
｡

(

｢

熟
練
労
働
者
の

自
由
移

階
の

性

格
と

し

て

把
え

る

立

論
は

､

こ

の

意
味
で

疑

二

の

系
列
の

変
化
は

､

第
一

の

系
列
の

変
化
と

相
互

も

少
(

な
い

が
､

基
本
的
に

は

生

産

過

程
の

巨

大

.
ヽ

ヽ

ヽ

の

形
成
に

対

応
し

て

生

れ

た

も

の

で

あ

る

(

独

占
段

)

｡

こ

の

基
底
を

な

す
｢

労
働
力
独

占
の

対

象

と

な

に

つ

い

て

の

実
証
は

極
め

て

困
難
で

あ

る

が
､

い

く

か

ら
､

こ

の

事
実
を

示

唆
す
る

若
干
の

指
摘
を

吾
々

出
来
る

｡

そ
れ

ら
に

よ

れ

ば
､

第
一

次
大
戦
後
に

確

働
者
は

､

実
地

教
育
と

工

業
学
校
(

又

は
エ

場
内

養

の

二

本
建
の

五
カ

年
の

徒
弟
訓
練
を

経
る

熟
練
労
働

に

よ

り

次
第
に

高
度
な

熟
練
を

獲
得
し

て

行
く
い

わ

】

八
J

-

カ

ー

と

云

わ
れ

る

半
熟
就
労
働
者
を

主
柱
と

す
る

朗



Y斗
＼

ヽ
ノ

88(号三第

が
､

こ

の

他
に

も
､

熟
練
労

働
者
の

下
で

徒
弟
訓
練
を

受
け

る

者
や

直
接

に

監
督
又
は

雇
主
の

下
で

労
働
し

な
が

ら

熟
練
を

養
成
さ

れ

る

者
な

ど
､

一 橋論叢 ､ 舞四 十六 巻

多
か

れ

少
か

れ

旧

形
態
の

も
の

を

除
い

て

も
､

単
能
的
熟
練
の

み

を

修

得

せ

る
､

見
習
エ

ー

e

P
→

ロ
e

→

制

度
に

よ

る

半
熟
練
労
働
者
が

併
存
し

て

生

れ

(

12
)

て

い

た
｡

し
か

る

に
､

こ

れ

ら
の

う
ち

主
柱
た
る

前
二

者
の

熟
練
労
働
者

プ

ロ

セ

ス

.

の

養
成
は

､

諸
連
続
工

程
昇
進
を

可
能
と

す
る

巨
大
な

設
備
(

=

機
械
体

(

13
)

系
)

を

も
つ

巨
大
工

場
､

実
地

訓
練
を

可
能
に

す
る

巨
大
な

生

産
工

程
と

設
備
を

有
し

､

徒
弟
の

修
学
の

た

め
の

費
用
や

労
働
中
断
に

堪
え

得
る

大

(

1 4
)

企
業
の

み

に

可
能
な

も
の

で

あ
っ

た
｡

従
っ

て
､

社
会
全
体
と

し

て

は
､

(

15
)

常
に

熟
練
労
働
力
不

足
の

傾
向
を

も
つ

こ

と

と

な

り
､

こ

こ

に
､

一

方
で

は
､

熟
練
労
働
者
を

め

ぐ
る

独
占

､

又

は

大

資
本
に

よ

る

労
働
力
独
占
と

云

う
新
し
い

事
態
が

生

ず
る

こ

と

と

な

り
､

他
方
で

は
､

か

か

る

状
況
の

上
に

熟
練
労
働
者
の

労
傲
貴
族
化
が

現
実
と

な
っ

て

行
っ

た
､

と

思
わ

れ

る
｡(

1
)

吋
○
-

-

P

a
〉

p

p
.

ぃ

ぃ

～
笥
.

(

2
)

吋
○
-

-

買
弁

ワ
一

山

い
.

P
-

○

且
､

O

p
.

9 .

t
.

-

匂

p
.

N

O

阜

～
N

O

∞
.

(

3
)

勺
○
-

-

買
弁

廿

p
.

00

い

～
00

戸

(

4
)

勺
○

亡
P

a
】

p

p
･

-

思
～
-

曾
r

河
○
)

1

巴

C
O

ヨ
2

叶

∽

巴
O

n

O

n

t

F
e

勺
0
0
→

J
P

弓

P

ロ

ト

声
e
-

訂
f

O
f

U
-

賢

記
の
仏

､

A
せ

匂
e

n

巴
メ

く
○
-

.

く
I
H

H
-

加

ヨ
訣

-

一

般

的
に

は
､

例
え

ば
､

声

H
.

勺
F
e
-

勺
払

]

野
○

弓
n

､

→
F
e

G

岩
弓
t

F

O
叶

せ
H

E
邑
F

l

ロ
d

声
∽
t

ユ

巳

声
e
】

巳
-

○

ロ
の

一

茂
ヅ

せ

早
∞

¢

～

や

∞
.

(

5
)

こ

の

変

化

を

基

礎
と

し

て
､

当

然

賃
労
働
の

再

生

産
の

他
の

諾

局

面

で

の

変

化

が

生

じ

た

(

統
一

的

賃
率
に

よ

る

時

間

払
の

普

及
､

標
準

労

働
時

間
の

確
立

と

そ
の

短

縮
運

数

等
々

)

｡

(

6
)

勺
○

〓
P

a
-

勺

p
.

N
い

N

～
N

競
ぃ

廿

p
.

N

記
～
N

ヨ
.

(

7
)

中

村
秀

一

郎
｢

日

本
の

中

小

企

業

間

題
+

六

六

-
六

七

頁
｡

又
､

神

代

和

欣
｢

独

占
の

労

働
問

題

と

社

会

理

論
+

(

越
村

編

｢

最

近
の

独

占

研

究
+
)

､

同

｢

独

占

段
階
の

労
働
市

場
構

造
と

年
功
制
+

(
『

日

本

労
働
協
会

建

議
』

一

九

六
一

年
三

､

四

月
)

､

前

川

嘉
一

｢

イ
ギ

リ

ス

新

組

合

主

義
と

標

準
八

時
間
制
+

(

『

経

済

学

論
叢
』

八

十
六

巻
一

号
)

徳
永

重

艮

｢

イ

ギ

リ

ス

機
械
工

業
に

お

け
る

資
本
と

賃
労
働
H
-
-
-

帝
国

主

義
段
階
と

労
働
問
題

-
+

(
『

経

済
志

林
』

二

十
八

巻
三

号
)

な

ど
に

も

か

～

る

方

法
が

認

め

ら

れ
る

｡

(

8
)

氏

原
正

治

郎

｢

労
働
組

合
の

理

論
+

(

『

日

本

労

働
協

会
雑

誌
』

一

九
六

一

年
二

月
)

､

小

池

和

男
｢

独

占

的

大

企

業
に

お

け

る

貸
銀

管

理
の

諸

問
題
+

(

『

電
信
電
話

経

営

月

報
』

一

九
五

九

年
十

二

月
)

な

ど
｡

(

9
)

ド

イ

ツ
･

ア

メ

リ

カ

の

進

出
に

よ
る

世

界
市

場
独

占
の

喪

失

と

云

う

事

態
に

､

イ

ギ

リ

ス

が

行
っ

た

経

済

的
対

応
は

､

必

ら

ず
し

も

独

占
の

形

成
で

は

な

く
､

従

来
の

生

産
･

流

通

機

構

に

基

礎

を

お

く
､

高
級

製

品
生

産
へ

の

移

行

で

あ
っ

た
こ

と
､

こ

の

こ

と

が

却
っ

て

独

占
の

形

成
を

遅
ら

せ

さ

え

し

た
こ

と
､

が

指
摘
さ

れ

て

い

る
｡

(

中

川

敬
一

郎

｢

『

大
不

況
期
』

の

イ

ギ

リ

ス

鉄

鋼

業
+

《

脇
村

編

『

世

界
経

済
と
日

本

経

済
』

有
沢

教
授

還

暦
記

念
論
文

集
Ⅱ
)

､

同
､

前

掲

｢

一

九

世

紀
イ

ギ

リ

ス

経
営

史
の

基

本

問

題
+

､

山
田

秀

雄
｢

イ

ギ

リ

ス

に

お

け
る

産

業
独

占

形
成
の

一

側

面
+

(

『

経

済

研

究
』

･
第
九

巻

第
二

号
》
)

｡

2∂♂



(

1 0
)

→
F
e

2
e

弓

S

亡

ヨ
2

叫

○
巾

ビ
U

n
n

b
臼

J
-

f

e

牢
ロ

n

r
m

旨
○
亡

J

-

諾
〇

.

は
ブ

ー

ス

の

調

査
以

来
四

〇

年
間
の

変

化

と

し
て

､

ロ

ン

ド

ン

の

は

と

ん

ど
の

産
業
部
門

(

機
械

､

木
製
品

､

建
築

､

裁
縫

､

靴
､

ド
ッ

ク
､

港

湾

等
)

に

つ

い

て
､

機
械

化
の

進

展
と

､

旧

熟

練
構

造

の

崩

壊

を

跡
づ

け
て

い

る

(

d

d
-

+
Ⅰ

､

J
O

ロ
n

b
n

l

n

P

宏
t

ユ
e

仏

-

も
p
･

■
阜

～
-

土
｡

但

し
､

こ

こ

で

は
､

シ

ェ

フ

イ

ー

ル

ド
の

軽
工

業
に

お

け

る

機
械

化
の

進
展

､

半

熟
練

労
働
者
の

増
加
を

想

起
す

れ

ば

舟
分
で

あ

ろ

う

(

勺
○
-

-

P

邑
-

匂

p
.

N

巴
～

N

当
)

｡

(

1 1
)

む

し

ろ
､

旧

熟
練
の

崩

壊

=

半

熟
練

･

不

熟
練

労
働
の

拡
充
の

中
に

､

労
働
移

動
の

増

大
を

見
る

時
､

一

般

組

合
､

更
に

は

産
業
別

組
合
の

形

成
が

､

理

解
さ

れ

る

の

で

は

あ

る

ま
い

か
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⑦
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｢

か

か

る

連
続
工

程
の

仕
事
が

な

く
､
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に
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負
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な

仕

事
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打
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叫
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♂
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句
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し

か

行
わ

ぬ

多
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の

小
工

場
の

あ
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ト
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こ

と

を

忘

れ
て

は

な

ら

な
い
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か

か

る

小

工

場
で
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､

技

能

訓

エ

ソ

〆

練
を

受
け
て

い

な
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が
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な
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通

学
の

た

め
の

早

退
の

費
用
を

含
む

可

成

高
額
の

賃
銀

と
､

徒
弟
が

技
術

修
得
の

た

め

離

れ

て

い

る

問
仕
事
の

予

定
の

た

え

ざ

る

中

断
と

に

ょ

っ

て
､

小

規
模

工

場
に

と
っ

て
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の
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熱
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労
働
者

養
成

を

行

う
の

は

一

部
工
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で

あ

る

こ

と
｡
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養
成

さ

れ

た

熟
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労
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の
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く

は

そ

の

工

場
に

と

ど

ま
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が
､
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干
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､
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の
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熟
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せ

ぬ

が

こ

れ
を

必

要
と

す
る

エ

場
1

-
か

か

る

エ

場
は

非

常
に

多

い
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れ

る

こ

と
｡

又
､

不
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気
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復
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折
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す
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熟

練

労
働
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補
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し
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め
､
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を
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の
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五

軽
工

業
の

貸
労

働
の

停
滞

既
に

紙
数
が

尽
き

た
の

で
､

軽
工

業
の

貸
労
働
に

関
す
る

問
題
は

別
稿

に

譲
ら
ざ

る

を

得
な
い

が
､

こ

こ

で

は

問
題
点
の

み

を

記
し

て

お

き

た

い
｡

問
題
は

､

重
工

業
の

著
し
い

発
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に

比
し

､

そ
の

機
械
化

､
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産
組

織
の

大
規
模
化

､

近

代
化
な

ど
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お
い
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､
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八
五
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著
し
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げ
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工
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､
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い
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滞
の
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八
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､
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叙
述
す
る

軽
工

業
に

も
､

大
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模
企
業
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2
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在
し

て

い

た
こ

と
､

又

組
合
組
織
の

有
無
に

よ

り

賃
銀
に

可
成
の

格
差
が

(

3
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あ
っ

た
こ

と

な

ど
､

軽
工

業
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部
を

分
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し

て
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察
す
べ

き

点
も

あ
る

の

だ

が
､

い

ず
れ

に

せ
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､

こ
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性
的
不

完
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就
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を

ど
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伽
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史
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問
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