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ク

チ

ン

ス

キ

ー

窮
乏
化
法
則
論
の

動
向

村

橋

克

彦

東
ド

イ

ツ

の

経
済
学
者
ユ

ル

ゲ
ン

･

ク

テ

ン

ス

キ

ー

(

l

守
叫
e

n

内
戸

口

ぢ
日
払

村
-

二

九
〇
四

-
)

は
､

そ

の

大
著
『

資
本
主

義
下
の

労
働
者
状
態

(

1
)

史
』

を

通
じ
て

､

戦
後
わ

が

国
の

窮
乏

化
論
争
に

大
き

な

影

響
を

与
え
て

き

た
｡

こ

の

叢
書
は

､

一

九
六

〇
年
以

来
飛
躍
的
な

増
補
改
訂
版
三

八

巻

四

〇
冊
本
と

し

て

刊
行
さ

れ
､

ほ

と
ん

ど

主
要
な

部
分
の

発
行
を

了
え

て

い

る
｡

従
来

､

｢

絶
対

的
窮
乏
化
法
則
+

軋
鮎
の

継
続
性
を

主
張
し

て

い

た

ク

ナ

ン

ス

キ

ー

は
､

こ

の

新
版
で

微
妙
な

変
化
を
み

せ

て

い

る

と

思
わ

れ

る
｡

本
稿
で

は
､

こ

の

変
化
を

と

く
に

明

確
に

あ

ら
わ

し

て

い

る

と

み

ら

れ

る

第
三

六

巻
『

労
働
者
状
態
の

理

論
』

(

略
称
『

理

論
篇
』
)

を

中
心
に

､

検

討
を

行
う

｡

旧

版
『

理

論
篇
』

第

〓
早
の

冒
頭
に

は
､

次
の

言

葉
が

述
べ

ら
れ

て

い

た
｡

｢

資
本
主
義
の

も

と
に

お

け
る

搾
取
は

､

労
働
者

階
級
の

雁

続

的
な

(

3
)

絶
対

的
窮
乏
化
を

も

た

ら

す
+

と
｡

新
版
の

こ

の

箇
所
で

は
､

｢

継

続

的

(

1
)

な
(
-

呂
f

e

邑
)

+

と
い

う
言
葉
が

削
除
さ

れ

て

い

る
｡

こ

の

事

実
は

､

彼

の

｢

絶
対

的
窮
乏

化
法
則
+

実
現
の

継
続

性
へ

の

主
張
が

､

微
妙
に

後
退

射

し
っ

っ

あ

る
こ

と

を

象
徴
し

て

い

る
｡

後
退
は

､

ま

た
､

次
の

事
実
に

も

6

示

さ

れ

る
｡

第
一

に
､

ク

テ

ン

ス

キ

ー

は
､

第
二

次
大
戦
後

一

九
五

五

年
以

後
の

米
･

英
.

西
独
等

誠
働
者
状
態
に

お

け
る

､

物
質
的
領
域
の

改
善
を

認
め

ざ

る

を
え

な

か

っ

た
｡

第
二

に
､

さ

ら
に

注
意
す
べ

き
こ

と
は

､

旧

版
『

理

論
篇
』

第
二

部
｢

国
際
此

較
+

に

お
い

て

示
さ

れ
て

い

た

窮
乏

化
法
則
実

(

6
)

現
を

あ

ら

わ

す

図
示
が

､

一

切

削
除
さ

れ

た
こ

と
で

あ
る

｡

こ

の

こ

と

は
､

た

ん
に
■
従
来
の

図
示
が

推
定
の

域
を

出
な
か

っ

た
こ

と
へ

の

反
省
に

と

ど

ま

ら

ず
､

彼
が

法
則
実
現
へ

の

再
検

討
を

経
た

結
果
を

示
し

て

い

る

と

思

わ

れ
る

｡

第
三

に
､

彼
は

ア

メ

リ
カ

合
衆
国
お

よ

び

オ

ー

ス

ト

ラ

リ
ア

の

(

7
)

一

時
期
に

つ

い

て

も
､

窮
乏
化
実
現
の

中
断
を

認
め

た
｡

以

上
の

事
実
は

､

彼
が

た

ん

に

過
去
十

数
年
間
の

資
本
主
義
国
の

労
働
者
状
鰻
に

お

け
る

物

質
的
領
域
の

改
善
を

認
め
た

に

止

ま

ら

ず
､

こ

の

認

識
に

触
発
さ

れ

て
､

労
働
者
状
態
史
全
体
を

､

法
則
が

実
現
し

た

か

香
か

と
い

う

問
題
と

深
く

関
わ

ら

せ

て

再
検

討
し
た

こ

と

を

物
語
っ

て

い

る
｡

し
か

も
､

検
討
の

結

果
は

､

現

代
に

お

け
る

労
働
者
状
態
の

問
題
を

､

彼
な

り

の

方
法
で

処
理

し

ょ

ぅ
と

志
向

し
て

い

る

よ

う
に

解

釈
さ

れ
る

｡

本
稿
で

は
､

山

新
版
で

の

ク

テ

ン

ス

キ
ー

に

よ

る

法
則
変
容
要
因
の

取
扱
い

と

窮
乏
化
法
則
へ

の

解
釈
を

紹
介
し
､

惚

彼
の

示

す

窮
乏
化
の

具
体
的
存
在
形
態
を

紹

介
し

て

仙

と
の

関
連
を

検
討
し

､

胤

最
後
に

､

こ

れ

ら
二

つ

の

変
化

へ

の

評
価
を

行
う

｡

一
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ー

ト

丁

一

由
版
で

窮
乏

化
法
則
の

変
容
要
因
や

法
則
の

実
現
に

つ

い

て

疎
か

に

扱

･い
が

ち
で

あ
っ

た

ク

チ

ン

ス

キ
ー

は
､

新
版
で

深
い

考
慮
を

払
っ

て

い

る
｡

こ

こ

で

は
､

■
こ

の

変
化
に

示

さ

れ

る

彼
の

法
則
実
現
の

問
題
に

た
い

す

る

姿
勢
を

取

扱
う

｡

法
則
変
容
要
因
へ

の

彼
の

注
目
は

､

次
の

二

点
に

示
さ

れ
る

｡

第
一

に
､

彼
は

､

労
働
者
状
態

実
証
分
析
に

使
用
し

た

従

来
の

一

七

の

指

標
に

､

新
し

く
二

つ

の

変
容
要
因
を
つ

け

加
え
た

｡

｢

ス

土
フ

ィ

キ

お

よ

び

他
の

(

8
)

旗
抗
諸
形
態
+

と

｢

労
働
者
組
織
お

よ

び

資
本
家
組
織
+

で

あ

る
｡

こ

れ

ま

で
､

ク

チ

ン

ス

キ

ー

に

た
い

し
て

､

変
容
要
因
た

る

階
級
闘
争
が

欠
如

(

9
)

し

て

い

る

と
い

っ

た

批
判
が

搭
び

せ

ら

れ

て

い

た

が
､

こ

の

弱
点
は

､

彼

が

二

つ

の

指
標
を

付
け

加
え

た

こ

と

で
+

若
干
な
が

ら

改
善
さ

れ

た
｡

こ

第
二

に
､

彼
は
こ

の

二

要
素
を

実
証
分
析
で

使
用
し
た

｡

新
版
『

労
働

者
状
態
史
』

全
篇
を

通
じ
て

一

般
的
に

靖
滴
し

ぅ
る
こ

と

は
､

労
働
組
合

数
･

組
合
員
数

･

ス

ト

ラ

イ

キ

数
の

統
計
せ

､

従
来
の

版
よ

り

孝
く

示
し

た
こ

と
で

あ

る
｡

し

か

も
､

変
容
要
因
の

僻
用
は

､

労
働
者
状
態
の

発
展

段
階
別
に

み
る

と
､

さ

ら
に

明
確
に

示

さ
れ

る
｡

ク

チ

ン

ス

キ

ー

は
､

労

働
者
状
態
史
を
三

段
階
に

区

分
し

た
｡

初
期
産
業
資
本
主
義
下
の

外
延
的

搾
取
の

時
期

､

一

九
世
紀
後
半
の

成

熟
産
業

資
本
主
義
の

も

と

に

お

け

る

内
包
的
搾
取
の

時
期

､

そ

し

て

独
占
資
本
主
義
段
階
(

外
延

･

内
包
両

搾

取
の

時
期
)

で

あ

る
｡

『

ド

イ
ツ

篇
』

を

例
と

し

て

段
階
恨
に

特

徴
を

述

べ

れ
ば

､

次
の

ご

と

く
で

あ
る

｡

第
一

段
階

､

と

く
に

一

八

四

八

年
三

月

(

10
)

革
命
よ

り

前
の

時
期
は

､

労
働
者
組
織
は

未
確
立

で
､

怠
業
(
-

P

点
∽

P

ヨ
e

A
H

g

王
と
い

う
消
極
的

闘
争
が

主

要
な

形
鰻
を

占
め

て

い

た
｡

そ
れ

ゆ

え
､

闘
争
は

状
態
の

改
善
に

強
い

影
響
を

も
た

ら
さ

な

か

っ

た
｡

賃
上

げ

お

よ

び

時
間
短
縮
闘
争
が

盛
り

あ

が

る
の

は
､

三

月

革
命
を

経
て

､

二
八

五

〇

年
代
の

第
二

段
階
へ

の

移
行
期
以

後
で

あ
っ

た
｡

ク

チ

ン

ス

キ

ー

は
､

ス

ト

ラ

イ

キ

件
数
の

多
か

っ

た

年
と

大
幅
な

賃
上

げ
の

年
と

の
一

致
を

指

(

1 1
〕

挿
し

て
､

階
級

闘
争
の

影
響
を

示
し

て

い

る
｡

ま
た

､

労
働
者
保

革
止

法

(

1 2
)

へ

lき
)

獲
得
闘
争
や

社
会
保
険
獲
得
闘
争
に

も

言
及
し

て

い

る
｡

独
占
段
階
で

は
､

一

九
一

八

年
革
命
に

際
し
て

労
働
者
が

民

主
的
諸
権
利
を

獲
得
し

た

こ

と

や
､

労
働
観
合
員
数
の

増
加
と

労
働
協
約
制
度
の

進
展
の

も

と
で

､

ほ

と

ん

ど

す
べ

て

の

産
業
に

わ

た

る

大

幅
な

労
働
時
間
短

縮
が

可
能
に

な
っ

た

(

1 4
)

こ

と

が

示

さ

れ
て

い

る
｡

と

く
に

ワ

イ
マ

ル

期
で

ほ
､

労
働
者
の

闘

争
が

､

(

15
)

企
業
家
の

時
間
延
長
画

策
を

粉
砕
し

た

過
超
が

述
べ

ら
れ

て
い

る
｡

こ

の

よ

う
な

変
容
要
因
の

作
用
へ

の

重
視
は

､

彼
の

法

則
実
現
の

主
張
の

一

歩

後
退
を

示
し

て

い

る

よ

う
に

思
わ
れ

る
｡

同
時
に

彼
は

､

窮
乏
化
の

法
則
性
を

理

論
的
に

検
討
し

た
｡

第
一

に
､

法
則
変
容
の

諸
事
情
を

重

視
し
て

出
現
し

た

と

｡

ろ

の
､

窮
ヱ
批
迭
則
を

(

16
)

傾
向
と

し
て

と

ら
え

る

見
解
を

､

新
版
で

あ

ら

た
.
に

批

判

し
た

｡

こ

の

｢

傾
向

説
+

と
■
も
い

う
ぺ

き

見
解
は

､

ク

チ

ン

ス

キ

ー

に

よ

れ

ば
､

エ

ン

ゲ

ル

ス

･

レ

ー

ニ

ン

の

言
葉
の

な

か

に
､

一

見
す
る

と

法
則
の

実
現
を

香

定
す
る

よ

う
な

根
拠
を

見
出
し

て

い

る
｡

そ
こ

で
､

第
二

に
､

彼
は

批
判

に

際
し

て
､

エ

ン

ゲ
ル

ス

･

レ

ー

ニ

ン

の

古
典
に

沿
っ

て

検
討
し

た
｡

エ

ン

ゲ

ル

ス

は

次
の

言
葉
を

述
べ

て

い

る
｡

｢

『

プ

ロ

レ

タ
リ

ア

の

数
と

ヽ

ヽ

貧
困

と
ほ

ま

す

ま
す

増
大
す
る
』

こ

う
絶
対

的
に

言
っ

た
の

で

は
､

た

だ

し

く

な
い

｡

労
働
者
の

組
織
化

､

た

え

ず
成
長
し

て

ゆ

く

か

れ

ら
の

抵
抗

は
､

(

紳
そ

ら

く

貧
困
の

増
大
に

た
い

し
て

､

あ
る

種
の

障
害
を

も

う
け
る

1

だ

ろ

う
+

と
｡

法
則
実
現
の

香
定
を

示
す

よ

う

な
こ

の

文
章
に

た
い

し
て

､

侶
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彼
は

そ
の

直
後
の

文
章

-
｢

と
こ

ろ
で

､

確
実
に

増
大
し

て

い

る

の

は

､

､

､

､

(

1 9
)

生

活
不

安
で

あ

る
｡

わ

た

く

し
は

､

こ

の

言

葉
を

挿

入

し

た
い

+

(

傍
点

は
エ

ン

ゲ
ル

ス

に

よ

る
)

-
に

注
目

す
る

｡

ク

チ

ン

ス

キ

ー

は
､

こ

の

エ

ン

ゲ
ル

ス

の

｢

生

活
不

安
+

を
､

マ

ル

ク

ス

の

｢

貧
困

･

労
働
苦

･

奴

(

幻
)

隷
状
態

･

無
知

･

粗
暴
お

よ

び

道
徳
的
堕
落
+

の

各
々

と

同
列
の

も

の

と

考
え
た

｡

し

た

が

っ

て
､

貧
困
と
は

｢

絶
対

的
窮
乏

化
+

の

物

質
的
領
域

の
一

部
分
を

示

す
に

止

ま

り
､

エ

ン

ゲ

ル

ス

ほ
こ

の

意
味
に

お

け
る

貧
困

の

増
大
を

香
足
し

た

だ

け
で

あ
る

か

ら
､

法
則
の

実
現
を

否
定
し
た

こ

と

に

は

な

ら

な
い

､

と
い

う
の

が

彼
の

主
張
で

あ

る
｡

｡

の

よ

う
な

主
張
は

､

彼
の

レ

ー

ニ

ン

へ

の

蟹

誇
も

見
出
さ

れ

る
｡

レ

ー
ニ

ン

の

論
文
｢

資
本
主

義
社
会
に

お

け
る

貧
困
化
+

は
､

一

般
に

､

法
則
の

実
現
を

主
張
し

た

と

理

解
さ

れ

て

い

る
｡

だ

が
､

他
の

論
文
に

､

一

見
す
る

限
り

矛
盾
し

た

文
章
が

存
在
す
る

｡

｢

恐

慌
と

産
業
沈
滞
期
ほ

､

そ
れ

は

そ

れ
で

､

小

生

産
者
を

さ

ら
に

い

っ

そ

う
零
落
さ
せ

､

資
本
に

た

い

す

る

賃
労
働
の

従
属
を

さ

ら
に

い

っ

そ

う
ふ
か

め
､

労
働
者
階
叔
の

状

態
の

相
対

的
悪
化
に

､

と

き

芯

は

そ

の

絶
対
的
悪
化
に

も
､

急
速
に

導
い

て

い

く
+

､

｢

こ

う
し

て
､

労
働
生

産
性
の

増
大
と

社
会
的
富
の

増
加
と

を

絹

㍍
削

絹
報
絹

㍍
㌍
附
如

㍍
粥
㍍

詣
㍑

絹
帥

の

｢

と

き
に

は

(

m

ぎ
n
t

e

エ

絶
対

的
悪
化
に

も
+

と
い

う
言
葉
か

ら
､

レ

ー
ニ

ン

は

法
則
が

｢

と

き

に

ほ
+

実
現
す
る

と
い

う
傾
向
を

主
張
し

た

に

す
ぎ

な
い

､

と
い

う
解
釈
が

出
現
す
る

｡

ク

テ

ン

ス

キ

ー

は
､

二

つ

の

根
拠
を

掲
げ
て

こ

の

見
解
に

反
対
す
る

｡

第
一

に

彼
は

､

レ

ー

ニ

ン

に

よ

る

こ

の

文
章
作
成
の

も

と

と

な
っ

た
一

九

〇
三

年
の

プ

レ

ハ

ー

ノ

フ

の

第
一

次
綱

畢
早

案
を

参

照
す

る
｡

｢

恐

慌

朗

に

は

ま

た

多
か

れ

す

く
な

か

れ

長
び

く

産
業
沈
滞
の

時
期
が

伴
う
が

､

そ

6

れ
は

､

小

生

産
者
の

数
と

経
済
的
意
義
を
い

っ

そ

う
減
少
さ

せ
､

資
本
家
に

た
い

す
る

貸
労
働
の

従

属
を

さ

ら
に

い

っ

そ

う

増
大
さ

せ
､

プ
ロ

レ

タ
リ

ア

ー

ト

と

小

生

産
者
の

状
態
の

相
対

的
悪
化

､

そ
こ

こ

こ

で

は

ま
た

そ

の

(

23
)

絶
対

的
悪
化
に

､

い

っ

そ

う
急
速
に

導
い

て

い

く
+

と
｡

こ

こ

で

ク

チ

ン

ス

キ

ー

は
､

ま

え
の

レ

ー

ニ

ン

の

文
章
の

中
の

｢

と

き
に

は
+

と
い

う
言

葉
が

､

プ
レ

ハ

ー

ノ

フ

の

こ

の

文

章
の

｢

そ
こ

こ

こ

で

は

(

2

呂
0

訂
ワ

｡

迂
)

+

に
一

致
す
る

と

主
張
す

る
｡

彼
に

よ
れ

ば
､

両
者
の

あ
い

だ
に

は

｢

何
の

大
き

な

区
別
も

存
在
し

粘
+

の

で

あ

り
､

こ

の

副
詞
は

湯
所
を

あ

ら
わ

す

か

ら

法

則
の

実
現
を

香
足
し

な
い

と
い

う
の

で

あ
る

｡

第
二

に

ク

チ

ン

ス

キ

ー

は
､

レ

ー

ニ

ン

の

述
べ

た

｢

労
働
者
状
態
の

絶
対

的
悪
化
+

を
､

｢

生

活
の

不

確
か

さ
+

･

｢

失
業
+

･

｢

困
窮
+

等
を

併
せ

た

す
ぺ

て

で

は

な

く
､

そ
の
一

部
分
を

指
す

も
の

と

理

解
し

た
｡

そ

れ

は
､

次
の

言

葉
に

示
さ

れ

る
｡

｢

レ

ー
ニ

ン

が

『

と

き

に

は
』

と
い

う

言
葉

を

入

れ

て

『

(

労
働
者
状

鰻
の
)

絶
対

的
悪
化

』

を

言
う
と

き
､

そ
れ

は

絶

対

的

窮

(

笥
)

乏
化
の

全

般
的
過
程
と

関
連
さ

せ

て

い

る
の

で

は

な
い
+

と
｡

こ

の

よ

う

に

し
て

､

彼
ほ

レ

ー

ニ

ン

が

法
則
の

実
現
を

説
い

た
と

主
張
す

る
｡

わ

れ

わ
れ

は
､

ク

チ

ン

ス

キ
ー

が

以

上
の

ご

と

く

｢

傾
向

説
+

を

香
定

し
､

新
版
で

わ

ざ

わ

ざ
エ

ン

ゲ
ル

ス

･

レ

ー

ニ

ン

の

文

章
を

解
釈
し

て

否

定
の

根
拠
を

探
っ

た
こ

と

自
体
か

ら
､

法
則
変
容
要
因
の

作
用
の

考
察
の

湯
合
と

同
じ

く

法
則
の

継
続
的
実

現
の

主
張
の

再
検
討
と

微
妙
な

後
退
を

嗅
ぎ

と
る

こ

と
か

で

き

る
｡

だ
が

同
時
に

彼
は

一

方
で

法
則
変
容
要
因
の

作
用
を

重

視
し

､

他
方

で

法
則
実
現
の

主
張
を

展
開
し

て

い

る
｡

わ
れ

わ

へ
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れ
は

両
者
の

関
連
が

何

処
か

ら

来
て

い

る

か

を

問
題
に

せ

ね

ば

な

ら

な
い

｡

Ⅲ

こ

の

主
張
の

裏
づ

け

は
､

彼
の

窮
乏

化
概
念
規
定
お

よ

び

寮
乏
化
の

具

体
的
存
在
形
態
の

指
摘
を

検
討
す
る

過
程
で

､

把

握
し

う
る

｡

以

下
に

お

い

て
､

こ

れ

ら
を

紹
介

･

検
討
す

る
｡

ク

チ

ン

ス

キ

ー

は
､

窮
乏

化
を

次
の

ご

と

く

規
定
す
る

｡

｢

マ

ル

ク

ス
･

レ

ー
ニ

ン

主
義
の

第
一

人
者
た

ち

は
､

総
体
と
し

て

の

生

酒
条
件
の

悪
化

を
､

絶
対

的
窮
乏
化
と

し

て

理

解
し

て

い

る
｡

そ

の

際
､

生

活
諸
条

件
の

個
々

の

要
素
は

､

そ

れ

が

物
質
的

･

肉
体
的
諸
条
件
(

貧
困
)

で

あ

れ
､

道
徳
的
な
い

し

社
会
的
条
件
で

あ

れ
､

…
:

ま
た

ほ

そ
れ

ら
の

ひ

と
つ

の

(

粥
)

構
成

要
素
で

あ

れ
､

こ

れ

ら
は

改
善
可
能
で

あ
る
+

と
｡

こ

の

よ

う
に

､

ク

チ

ン

ス

キ
ー

に

と
っ

て
､

窮
乏

と

は

労
働
者
生

活
の

物
質
的
領
域
の

み

に

つ

い

て

使
わ
れ

､

窮
乏
化
と

は
､

構
神
的
領
域
を

も

含
む

労
働
者
の

被

搾
取
生

活
の

諸
条
件
の

総
体
の

悪
化
と

し

て

把
握
す
る
ぺ

き

広
い

概
念
で

あ

る

こ

と

が
､

明
ら
か

と

な
っ

た
｡

彼
が

レ

ー

ニ

ン

の

述
べ

る

｢

と

き

に

は

労
働
者
状
態
の

絶
対

的
悪
化
+

と
い

う
言
葉
を

､

窮
乏

化
の

一

部
と

解

釈
し

た

の

ほ
､

こ

の

概
念
規
定
に

も

と
づ

い

て

い

る
｡

こ

の

概
念
規
定
を

基
礎
と

し

て
､

彼
は
マ

ル

ク

ス

の

言
葉
｢

貧
困

･

労

働
苦

･

奴
隷
状
態

･

無
知

･

粗
暴
恵

よ

び

道
徳
的
堕
落
+

に

注
目
し
､

こ

れ

ら

を

｢

絶
対

的
窮
乏
化
+

の

具
体
的
存
在
形

態

と

し

て

把

握
し

た
｡

｢

貧
困
+

に

は

最
低
生

存
費
を

下

回

る

貸
金
や

住
宅
事
情
の

劣
悪
さ

が

組

み

込
ま

れ
､

｢

奴
隷
状
態
+

に

は

植
民

地

の

労
働
者
や

フ

ァ

シ

ズ

ム

下

の

(

2 7
)

民

衆
の

状
態
が

､

含
め

ら
れ

た
｡

こ

れ

ら
の

五
つ

の

具
体
的
存
在
形
態
は

､

す
で

に

旧

版
に

お

い

て

指
摘
済
み

で

あ
っ

た
｡

注
目
に

値
す
る

こ

と

は
､

新
版
で

､

｢

生
存
の

不

安
+

と

か

｢

疎
外
+

と
い

っ

た

非
物
質
的
な

も

の

を
､

窮
乏

化
の

存
在
形
鰻
と

し

て

付
け

加
え

た
こ

と
で

あ
る

｡

｢

疎
外
+

に

つ

い

て

は
､

彼
は

新
版
で

新
し

く

存
在

形

態
に

加
え

た
こ

と

を

強
調
し

て

い

る
｡

そ
の

内
容
は

､

マ

ル

ク

ス

『

経
済

学
哲
学
草
稿
』

か

ら
の

部
分
的
引
用
や

､

｢

機
械
労
働
の

単

調
さ

､

ベ

ル

ト
コ

ン

ベ

ア
･

シ

ス

テ
ム

の

強
制

的
な

リ
ズ

ム

､

生

産
過
程
に

お

け

る

自

へ

28
)

己

目

的
的
自
律
性
へ

の

従

属
+

と
い

っ

た

労
働
疎
外
の

初
歩
的
な

紹
介
に

と

ど

ま
っ

て

い

る

が
､

今
後
の

実
証
研
究
の

う
え
で

注
目

す
る

必

要
が

あ

ろ

う
｡

｢

生

存
の

不

安
+

は
､

一

般
に

就
業
の

不

安
定
に

よ
っ

て

も

た

ら

さ

れ

る

と

理

解
さ

れ
て

い

る

が
､

彼
は

さ

ら

に
､

全
般
的
危
機
の

時
期
に

お

い

て

世
界
戦
争
に

巻
き
こ

ま
れ

た

戦
闘
員
お

よ

ぴ

そ
の

家
族

へ

の
､

｢

生

(

幻
)

存
に

た
い

す

る

脅
威
+

を

強
調
し

た
｡

こ

れ

ら

の

窮
乏

化
の

非
物
質
的
存
在
形
態
の

指
摘
は

､

現
代
に

お

け

る

労
働
者
状
態
の

非
物

質
的
領
域
の

悪
化
へ

の

彼
の

認

識
か

ら

出
て

き

た

と

思
わ
れ

る
｡

こ

れ

を
､

窮
乏

化
法
則
の

主
張
と

関
わ

ら
せ

れ

ば
､

次
の

こ

と

が

言
え

る
｡

労

働
者
状
態
の

物
質
的
領
域
の

改
善
の

な
か

で

も
､

ク

チ

ン

ス

キ

ー

は

窮
乏

化
法
則
実
現
の

主
張
を

貫
き

た
か

っ

た
｡

彼
は

､

そ

の

際
､

彼
の

｢

労
働
者
の

被
搾
取
生

活
の

捻
体
と

し
て

の

悪
化
+

と
い

う
窮

乏
化
の

広
い

概
念
規
定
が

､

実
現
の

主
張
に

と
っ

て

適
切
で

あ

る

こ

と

を

認
識
し
､

そ

の

な
か

か

ら

現
代
的
特
徴
た

る

非
物
質
的
存
在
形
態
を

､

新

た

に

重

視
し

た
｡

エ

ン

ゲ
ル

ス

の

｢

生

活
不

安
の

増
大
+

や
､

レ

ー

ニ

ン

の

｢

生

活
の

不

確
か

さ
+

を

引
用
し

た

背
景
は

､

こ

こ

に

見
出
さ

れ

る
｡

3

こ

の

よ

う
に

､

彼
の

概
念
規
定
や

新
し
い

存
在
形
態
の

指
摘
は

､

法
則
実

郎
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現
の

主
張
の

た

め
の

裏
づ

け

と
し

て

使
わ

れ

た
｡

逆
に

言
え
ば

､

彼
は

､

エ

ン

ゲ
ル

ス

･

レ

ー

ニ

ン

の

言
葉
を

用
い

て
､

自
己
の

概
念
の

適
切

さ

を

強
調
し

た
こ

と
に

な
る

｡

Ⅳ

最
後
に

､

彼
の

窮
乏
化
法
則
論
へ

の

疑
問
お

よ

び

具
体
的
存
在
形
態
指

摘
へ

の

評
価
を

行
う

｡

法
則
論
に

つ

い

て

は

次
の

よ

う

な

疑
問
が

出
さ

れ

る
｡

エ

ン

ゲ
ル

ス

に

ょ

れ

ば
､

｢

す
べ

て

経
済
法
則
が

実
在
性
を

も
つ

の

は
､

近

似
･

傾
向

･

(

30
)

平
均
と

し
て

に

ほ

か

な

ら

ず
､

直
接
的
現
実
性
と

し

て

で

は

な
い

｡

+

マ

ル

ク

ス

は

資
本
制
的
蓄
積
の
一

般
的
法
則
に

つ

い

て
､

次
の

ご

と

く
こ

と

わ

り

書
き
を

付
け
て

い

る
｡

｢

そ

れ
は

､

す
べ

て

の

他
の

法

則
と

同

じ

く
､

そ
の

実
現
に

際
し

て

は

種
々

の

事
情
に

よ
っ

て

変
容
さ

れ
る

の

で

あ
る

が
､

(

3 1
)

こ

の

よ

う
な

事
情
の

分
析
は

､

こ

こ

で

は

ま

だ

な

さ

れ

な
い

｡

+

そ
し

て
､

利
潤
率
の

傾
向

的
低
下
の

法
則
に

つ

い

て

は
､

種
々

の

反
対

要
因
を

示
し

た
｡

両
者
に

お

け

る

相
違
は

､

窮
乏
化
法
則
が

よ

り

抽
象
的
な

､

そ

し

て

利
潤
率
の

傾
向
的
低
下
の

法
則
が

よ

り

具
体
的
な

法
則
で

あ

る
､

と
い

う

こ

と

に

あ

る
｡

よ

り

抽
象
的
な

窮
乏
化
法
則
は

､

実
現
に

際
し

て

は
､

抽

象
的
法
則
で

あ
る

が

ゆ
え

に

｢

種
々

の

事
情
に

よ
っ

て

変
容
さ

れ

る
+

可

能
性
を
一

層
強
く
も

つ

の

で

あ

り
､

少
な

く
と

も
､

両
法
則
が

い

ず
れ

も

傾
向

的
法
則
で

あ

る
こ

と
に

変
り
は

な
い

で

あ

ろ

う
｡

彼
の

実
証
分
析
は

､

未
だ

法
則
の

｢

貫
徹
+

と

｢

変
容
+

と
の

関
連
を

十

分
と

ら

え

て

は
い

な

い
｡

労
働
組
合
員
数
の

増
大
や

､

ス

ト

ラ

イ

キ

の

多
か

っ

た

年
と

大
幅
貸

(

3 2
)

上
げ
の

年
と

の
一

致
を

示

す

と
い

っ

た

方
法
等
だ

け

で

は
､

両

者
の

理

論

的
関
連
は

把
握
で

き

な
い

｡

窮
乏

化
の

存
在
形
態
論
に

つ

い

て

は
､

次

の

ご

と

き

評
価
が

下
さ

れ

る
｡

第
一

に
､

貧
困
の

蓄
積
に

含
ま

れ

て

い

る

｢

生

活
水
準
の

低
下
+

や

労
働

力
｢

価
値
以

下
+

の

賃
金
の

広
範
な

存
在

､

さ

ら

に

｢

生

存

不

安
+

｢

疎

哲
等
ほ

､

日

本
に

お

い

て

は
､

窮
乏

化
の

概
念
と

し
て

提
唱
さ

れ

て
い

た
｡

ク

チ

ン

ス

キ

ー

は
､

こ

れ

ら
を

窮
乏
化
の

具
体
的
存
在
形
態
と
し

て

網
羅
し

た
｡

こ

れ

ら
の

窮
乏

化
概
念
ほ

､

論
争
の

過
程
で

各
々

の

欠
陥
を

指
摘
さ

れ
､

概
念
と
し

て

十
分
と

は
い

え

な
い

こ

と
が

明
ら
か

に

な
っ

て

(

3 4
)

い

る
｡

そ

れ

ゆ

え

彼
の

採
っ

た

方
向
は

､

こ

れ

ら
の

概
念
論
を

修
正

す
る

こ

と

で

は

な

く
､

窮
乏

化
の

存
在
形
態
と

し
て

把
握
す
る

こ

と

で

あ
っ

た
｡

こ

の

よ

i
に

､

誤
っ

た

概
念
化
の

方
向

を

断
ち

切
っ

て

存
在
形
態
と

し
て

把
握
し
た

こ

と
は

､

論
争
を

整
理

･

収
束
さ
せ

る

方
向
の

ひ

と
つ

と

し
て

高
く

評
価
で

き

る
｡

し

か

も
､

そ

れ

を

実
証
側
面
と

結
び

つ

け

て

把
捉
し

た

点
に

､

新
し

い

方
向

を

見
出
す
こ

と
が

で

き
よ

う
｡

だ

が

同
時
に

､

存

在
形
態
論
ほ

欠
陥
を

も
っ

て

い

る
｡

し
か

も
そ

れ

は
､

実
証
側
面
と
の

連

結
を
は

か

る

彼
の

メ

リ
ッ

ト

と

表
裏

一

体
の

関
係
に

あ

る
｡

す
な

わ

ち
､

戦
後
日

本
の

窮
乏
化
論

争
を

通

じ
て

理

論
的
に

批
判
を

浴
び

て

誤
り
で

あ

る

と

さ

れ

た

も

の

が
､

何
の

理

論
的
考
察
な

く
し

て

直

接
に

､

窮
乏
化

迭

則
実
現
の

具
体
的
形
態
と
し

て

挙
げ

ら
れ

た

点
を

､

問

題
に

せ

ね

ば

な

ら

な
い

｡

彼
に

よ

る

存
在
形
態
の

指
摘
は

､

た

ん

に

マ

ル

ク

ス

･

エ

ン

ゲ
ル

ス

･

レ

ー

ニ

ン

等
の

古
典
か

ら
､

文
章
を

断
片
的
に

抜
き

出
し

た

に

過
ぎ

な
い

｡

日

本
に

お

い

て

理

論
的
に

争
わ

れ

た

各
窮
乏

化
説
は

､

タ

チ

ン

ス

キ

ー

に

お
い

て

は
､

理

論
的
側
面
か

ら

把
握
さ

れ

て

い

る

わ
け

で

は

な
い

り

ま

た

｢

疎
外
+

や

｢

生

清
不

安
+

と
い

っ

た

非
物
質
的
存
在
形
態

を

掲
げ

6 ∂き

(

ノ
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た

こ

と

は
､

実
証
面
か

ら

み
て

も
､

新
た

な

問
題
が

出
て

く
る

よ

う
に

思

わ

れ

る
｡

こ

の

欠
陥
を

克
服
す
る

に

は
､

『

資
本
論
』

体
系
に

も

と

づ

い

た

窮
乏
化
概
念
と

具
体
的
存
在
形
態
と

の

関
連
把
握
の

作
業
が

必

要
で

あ

ろ

う
｡

同
時
に

､

･

具
体
的

存
在
形
態
を

指
摘
し

た

彼
の

メ

リ
ブ

ト

と

欠
陥
ほ

､

各
国
労
働
者
状
態
史
の

分
析
で

如
何
に

あ

ら
わ

れ

る

か
､

わ

れ

わ

れ

は
､

こ

れ

を

彼
の

窮
乏

化
法
則
実
現
の

実
証
と
の

関
連
に

お
い

て
､

検
討
せ
ね

(

鮎
)

ば

な

ら
な
い

｡

(

l
)

ク

テ

ン

ス

キ

ー

『

労
働
者

状

態

史
』

叢

書
は

､

次
の

ご

と

き

歴

史
を

も
っ

て

い

る
｡

(

イ
)

盲
品
e

n

内

宮
馬
n
研

E
-

ゝ

詮
Q

註

昏
告
1

呵

阜
卜

乳
Q

弓

9
ヨ
缶
詰
Q

喜

S
札
的

→

旨
(

訂
叫

芝
已

音
詩
已
訂

き

ヰ

く
○
-

∽
･

､

F
O

ロ

計
ロ

､

-

窒
N

-
-

苫
P

こ

の

叢

書
は

､

一

部
､

ウ

訂
弓

ぺ
○

旨

で

も

題

名
を

変
え

て

出

版
さ

れ

た
｡

(

ロ

)

ナ

内

喜
N

y

β
∽

E
-

b
訂

Q

墨
Q

已
Q

監
包

軋

笥
卜

竜
也

計
ヽ

ゝ
→

ひ

乱
･

す

§
訂
う

丸
Q

ヨ

邑
ミ

h

ま
各
や

思

邑
訂
き

莞
-

N

監
P

､

宮
ユ
ー

n

-

¢

ヰ
00

-
-

¢

u

〇
.

(

ハ

)

J
.

内

g
唱
n

旨
r

b
訂

屯

芸
q

已
Q

琵
Q

計
1

ト

竜
也

計
1

ゝ
1

訂
㌣

訂
→

§
訂
う

計
∋

内
n

匂
れ

邑
計
S

已
､

00

ロ

計
.

､

田
口

H

ご
ロ

ー

諾
い

-

-

浣
P

(

た

だ

し
､

こ

の

叢
書
は

一

四

冊

で

あ

る
)

(

ニ

)

ナ

田

喜
N

呵

口
切

付
-

､

b
計

Q

琵
Q

訂
Q

訂
恥

計
→

ト

畠
竺
札

笥

ゝ
→

訂
㌣

訂
→

§
訂
う

計
∋

内
や

恩

邑
訂
∋
ま
由

､

い

∽

U
n

訂
･

-

官
ユ

F
-

票
0

1

(

た

だ

し
､

こ

の

叢
書
は
四

〇

冊
か

ら

成

り
､

一

九

六

九

年
一

二

月

末

日

現

在
､

臣
●

-

や
､

N

-
､

ヒ
､

当

を

親

し

て
､

す
べ

て

刊

行

済

み

で

あ

る
)

こ

れ

ら
の

叢

書
は

､

独
･

英
･

米
･

仏
の

労
働
者

状
態

史
を

叙

述
す
る

巷
と

､

『

労
働
者
状

態
の

理

論
』

(

理

論

篇
)

と

に

分
か

れ

て

い

る
｡

後
者
は

ド

イ

ツ

語
版
か

ら

出

現

し
､

一

冊
に

ま

と

め

ら

れ

て

い

た
が

､

新

版
で

は

｢

稔

括

篇
+

と

し

て
､

監
･

い

♪

b
訂

ヨ
.b

胃
訂

乱

笥

卜

鳶
Q

乱

笥

ゝ
1

㌢

乱
訂
さ

と

監
･

い

ご

由
ぎ
u

】

耳
乱
丁

監
等
乳
Q

悪

賢
笥

已
t b

Q

琵
Q

已
Q

打
払

計ヽ

ト
P

笥

計
づ

ゝ
ヽ

訂
軋

訂
→
･

と

に

分

冊

化

さ

れ

た
｡

本

稿
で

は

便
宜
上

､

こ

れ

ら

を

次
の

ご

と
く

略
記

す

る
｡

各

国

労
働
者

状

態

史
の

巷
に

つ

い

て

は
､

た

と

え
ば

b
訂

屯

監
Q

已
Q

訂
Q

軋

笥

ト
b

竜
也

恕
→

ゝ
ヽ

訂

誉
1

§
訂
う

丸
q

ヨ
r

内
守

3 .

邑
訂
ヨ
2
h

､

監
･

-
-

b

§
乳

邑

§
q

計
1

ト

竜
也

乳

笥

ゝ
1

訂

誉
1

訂

b
望
←

叶

篭
已
P

さ
乱

e

3
-

詔
¢

巴
屯

-

∞

怠
.

を
､

屯

篭
Q

g
Q

監
♪

世
P

-
､

b

昌
訂
Q

計

訂

邑
-

諾
り

-
-

窒
P

と

略

記

す
る

｡

｢

理

論
篇
+

に

つ

い

て

は
､

叫

声

芸
→

計
.

と

略

記

す
る

｡

な

お
､

旧

版
(

一

九

五

三

1

一

九
五

六
)

は

f

旨
F
e

→

e

A

邑
.

と

付

け

加
え

る

が
､

新

版
に

つ

い

て

は
､

と

く

に

明

示

は

し

な
い

｡

(

2
)

｢

実

現
+

と

は
､

こ

の

場
合

､

窮
乏

化

法

則
が

直

接

に

具

体

的

現

象
の

う

ち
に

実

現
す

る

こ

と

を

指
す

｡

タ

チ

ン

ス

キ

ー

は
､

実
現

と
い

う

言

葉
を

使
わ

ず
｢

貫
徹
す

る

(

d

喜
O

F

邑
琵
n
)

+

と
い

う
言

葉
を

述
べ

て

い

る

が
､

そ

れ

は
､

右
の

意
味

で

の

｢

実

現
+

を

指
し

て

い

る
｡

(

3
)

3
蔓
1

ぎ
f

邑

訂
り

e

A

邑
･

､

監
･

く
H

H
､

㌍

-

中
･

(

4
)

ぅ

ど
○

→

訂
-

∽
●

か
･

(

5
)

叫
+

ぎ
Q

→

ぎ
S

◆

竺
･

6∂∂
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(

6
)

彼
は

､

実

質
貸
金

･

労
働
強

度
･

労

働

時
間

･

労
働
災
害

･

住

宅

事

情
･

健
康
状

態

等
の

指

標
の

動

き

(

悪

化
･

改

善
)

を

図

示

し

た
｡

だ

が
､

全

体

と

し
て

の

窮

乏

化
を

図
示

す

る

場
合

､

と

も

す

れ

ば
､

労
働
強

度
の

増

大

を

重

視
し

て
､

こ

の

要

因
の

悪

化

さ

え

あ
れ

ば
､

他
の

諸

要

因
の

改

善
も

す
べ

て

相

思
さ

れ

る

と
い

う

断
定
が

み

ら

れ

る
｡

(

7
)

彼
は

､

レ

ー

ニ

ン

が

窮
乏

化

法

則
の

実

現

を

主

張
し

た

と

述
べ

る

際
､

註
を

設
け

て

次
の

ご

と

く

述
べ

て

い

る
｡

｢

こ

の

こ

と

は
､

絶
対

的

窮
乏

化

法

則
が

準
ぇ

ず
､

そ

し

て

ど
こ

で

も

貫
徹

せ

ね

ば

な

ら

ぬ

と
い

う
こ

と

を

指
す
の

で

は

な
い

｡

わ

れ

わ

れ

は
､

た

と

え
ば

一

九

世

紀
の

オ

ー

ス

ト

ラ

リ

ア

の

労
働
者

状

態
の

叙

述
に

お

い

て
､

ま

た
ア

メ

リ

カ

合

衆

国
の

場

合
に

も

磯
に

ふ

れ

て
､

こ

の

法

則
が

貫

徹
し

な
い

時

期
を

見

出
し

た
+

と
｡

(

つ
計

冨
3 .

♪

∽
.

N

加

し

(

8
)

つ

訂
Q

→

阜

∽
.

笥
.

(

9
)

た

と

え

ば
､

新
川

士

郎

｢

『

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

〇

頁
｡

｢

か

れ

は

ス

ト

ラ

イ

キ

運

動
を

､

…

…

随
所
に

言

及
し

て

い

る
｡

し
か

し
､

か

れ

は
､

ス

ト

ラ

イ
キ

運

動
を

け
っ

し

て

窮
乏

化

実

現
の

阻

止

的

要

因
と

し

て

取

扱
っ

て

い

な

い

し
､

た

と

え

取

上

げ
た

と
し

て

も
､

せ
い

ぜ
い

労

働
者
の

状
態

を
一

般

的
に

規
定

す
る

と

こ

ろ
の

経

済

事
情
の

一

部
と

み

て

い

る

に

す

ぎ

な
い

の

で

あ
る

｡

…

…
こ

こ

に

か

れ

の

理

論

構

成

上

の

弱
点
の

一

つ

が

あ
る

｡

+

(

1 0
)

Q
空
岩

已

鼓
♪

監
･

-
､

b

邑
邑
訂
さ

乳

-

諾
り

f
-

窒
や

一

昨

N

箪

(

1 1
)

屯
空
岩

已
Q

監
♪

監
･

♪

b

き
訂
Q

ぎ
已
-

00

ロ

ー
一

芸
○

-

∽
.

旨
P

(

M

ご

Q

§
g

邑
Q

､

空
･

-
-

b

邑
邑
ぎ

邑
-

¶

笠

⊥
冨

､

払
一

N

ヨ
ご

朗

買
い

､

b

邑

邑
邑

-

00

ロ

⊥
…

-

S
･

会

丁
蓋

い

芦
-

∞
)

β

』
→

･

訂
叫

叶

胃
叫

さ

訂

b
Q

邑
篭
已
P

3

阜

払
.

-

訣
-
-
へ

芦

(

1 3
)

昏
篭
已
Q

琵
♪

監
･

い
ー

b

2
訂

邑
§
札

-

笥
-

-
-

苫
○

-

∽
.

合
㍗

(

1 4
)

Q

箪
Q

已
Q

監
♪

監
･

h
､

b

墨
汁

岩
已

§
乱

-

空
で
ー

加

-
-

巴
♪

芯
い

ー

∽
.

N

い

い
.

(

1 5
)

q
空
岩

已
Q

琵
♪

監
･

h
,

b

監
護
已

S
乳

-

ど

言
ゎ

-
-

巴
♪

芯
♪

∽
.

N

い

ー

ー
N

い

ヰ
.

(

1 6
)

■
｢

傾
向
+

と
は

､

こ

の

場
合

､

マ

ル

ク

ス

が

利

潤
率
の

傾
向

的

低

下
の

法

用
に

つ

い

て

指
摘

し

た

｢

反

対
の

作
用
を

す

る

諸

勢
力

が

働
い

て
､

■そ
れ

ら

が
一

般
的

法

則
の

作

用

と

交

錯
し

､

こ

れ

を

止

揚

し
､

こ

れ

に

た

だ
一

傾

向

た

る

性

格

を

附

与

す

る
+

(

内
.

呂
寛
H

､

b
P
b

き
〔

l

嘗
阜

空
･

I

I
H

-

∽
･

N

芦
)

と
い

う

意
味
で

あ
る

｡

窮
乏

化
法

囲
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